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一　
序

　
越
後
柏
﨑
の
儒
者
、
藍
澤
南
城
（
一
七
九
二
～
一
八
六
○
）
に
「
紀
事
」
と
題
す
る
漢
文
小
說
が
あ
る
。
南
城
の
詩
文
集
で
あ
る
『
三
餘

集
』
卷
四
に
收
め
ら
れ
て
い
て
、
題
名
の
下
に
「
南
城
野
史
祗
　
艸
」
と
あ
る）

1
（

。
冐
頭
に
は
、「
治
承
四
年
八
⺼
、
畠
山
次
郞
重
忠
、
河
越

太
郞
重
頼
、
甲
三
千
を
帥
ゐ
て
、
三
浦
氏
を
衣
笠
に
攻
む
。
城
主
大お
ほ
す
け介

義
朙
之
に
死
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
話
の
結
末
を

端
的
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
本
文
は
一
字
下
げ
ら
れ
て
全
體
が
記
さ
れ
て
い
る
。
紀
事
と
は
事
實
の
經
過
を
記
す
意
で
あ
り
、

ま
た
南
城
野
史
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
南
城
と
し
て
は
、
史
書
を
も
と
に
個
人
と
し
て
事
件
の
經
過
を
記
し
た
と
い
う
意
識

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
話
は
個
性
を
持
っ
た
複
數
の
人
物
に
よ
っ
て
物
語
が
進
行
し
、
㝡
後
に
至
っ
て
全
體
が
完
結
し
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
や
は
り
南
城
が
日
本
の
軍
記
物
に
取
材
し
ま
と
め
た
漢
文
小
說
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
軍
記
物
の
漢
語
譯
と
い
う
側

面
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
本
文
が
ど
の
程
度
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
忠
實
に
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
も
關
わ
っ
て
く
る

こ
と
で
あ
る
。 三

浦
大
介
の
智
謀
─
藍
澤
南
城
の
「
紀
事
」

─

村
　
山
　

　
三
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　『
三
餘
集
』
の
中
に
は
漢
文
小
說
が
何
編
か
あ
る
が
、
ほ
か
に
も
南
城
に
は
『
啜せ
つ
め
い
だ
ん
ぺ
い

茗
談
柄
』）

2
（

の
著
作
が
あ
る
。
こ
れ
は

を
啜
る
時
の
話

題
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
附
け
ら
れ
た
題
名
で
あ
る
が
、
內
容
は
越
後
各
地
の
奇
談
を
中
心
と
し
た
短
編
集
で
あ
る
。
そ
う
し
た
南
城
の
漢

文
小
說
の
狀
況
に
つ
い
て
は
、
旣
に
內
山
知
也
氏
に
「
藍
澤
南
城
の
漢
文
小
說
」
が
あ
り）

（
（

、
詳
し
い
解
說
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ

で
は
「
紀
事
」
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。「
紀
事
」
と
は
ど
の
よ
う
な
作
品
な
の
か
。
南
城
は
何
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
、
こ
の
話
を
ど

の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
の
か
。
執
筆
の
背
景
や
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

二　
「
紀
事
」
の
梗
槪

　
ま
ず
「
紀
事
」
の
梗
槪
を
以
下
に
記
そ
う
。
作
品
に
區
切
ら
れ
た
箇
所
は
な
い
が
、
便
宜
上
段
落
を
と
っ
て
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

１ 

　
三
浦
一
族
は
源
頼
朝
の
召
喚
に
應
じ
て
戰
に
出
た
。
石
橋
山
に
向
か
う
途
中
、
丸
子
河
で
源
氏
方
の
大
沼
三
郞
に
遇
い
、
頼
朝
は
死
ん

だ
と
聞
く
。
三
浦
義
澄
が
大
沼
に
尋
ね
る
と
、
衟
ば
た
の
人
に
聞
い
た
だ
け
だ
と
言
う
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
和
田
義
盛
は
流
言
だ
と
し
て

仲
閒
が
自
刃
し
よ
う
と
す
る
の
を
や
め
さ
せ
た
。
義
澄
は
、
畠
山
重
忠
が
軍
を
進
め
る
と
聞
い
て
戰
わ
ず
に
す
ま
せ
た
い
と
考
え
た
が
、

義
盛
は
意
氣
盛
ん
で
承
知
し
な
か
っ
た
。

２ 

　
義
盛
は
馬
を
走
ら
せ
て
畠
山
の
陣
の
歬
に
行
き
、
大
聲
で
我
を
止
め
よ
う
と
思
う
な
ら
止
め
て
み
よ
と
言
っ
た
。
畠
山
の
軍
か
ら
答
え

が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
義
盛
は
引
き
﨤
し
て
自
分
の
軍
の
し
ん
が
り
に
加
わ
る
。
畠
山
は
、
家
臣
に
今
彼
ら
が
通
り
過
ぎ
る
の
を
見
て

一
本
の
矢
も
發
し
な
か
っ
た
ら
、
平
氏
に
何
も
い
い
わ
け
が
で
き
な
い
な
ど
と
言
い
、
小
坪
坂
で
相
手
に
追
い
つ
い
た
。
畠
山
の
五
百
騎

と
和
田
の
二
百
騎
は
そ
れ
ぞ
れ
陣
を
旉
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
あ
と
半
澤
成な
り
き
よ淸
が
兩
陣
の
閒
で
血
縁
關
係
に
あ
る
者
が
殺
し
合
う
の
は
何

の
益
も
な
い
と
述
べ
、
い
っ
た
ん
は
互
い
に
退
却
す
る
こ
と
に
な
る
。
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３ 
　
と
こ
ろ
が
、
義
盛
の
弟
、
和
田
義よ
し
も
ち茂
が
遲
れ
て
や
っ
て
來
る
。
義
盛
は
側
近
の
者
に
手
を
上
げ
さ
せ
、
も
は
や
和
平
し
た
と
い
う
氣
持

ち
を
知
ら
せ
た
が
、
義
茂
は
ま
だ
幼
く
、
こ
の
樣
子
を
み
て
逆
に
戰
い
を
促
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
、
そ
の
ま
ま
ま
敵
の
後
ろ
側
を
攻
擊

し
た
。
畠
山
は
和
田
が
自
分
を
だ
ま
し
た
と
怒
り
、
先
鋒
の
大
串
次
郞
を
義
茂
に
向
か
わ
せ
た
。
義
盛
は
義
茂
が
戰
死
し
て
し
ま
う
こ
と

を
心
配
し
、
坂
か
ら
下
り
て
陣
を
張
っ
た
。
義
茂
は
結
局
和
平
に
氣
が
つ
か
ず
、
一
人
で
奮
闘
し
て
敵
陣
深
く
入
り
、
都
築
太
郞
、
次
郞
、

さ
ら
に
太
郞
の
子
ま
で
も
首
を
切
っ
て
鞍
に
つ
な
い
だ
。
大
聲
で
畠
山
に
出
て
來
て
戰
え
と
言
い
、
畠
山
は
一
番
歬
に
出
て
義
茂
と
戰
お

う
と
し
た
が
、
馬
を
射
ら
れ
本
田
近ち
か
つ
ね

、
半
澤
に
助
け
ら
れ
た
。
本
田
、
半
澤
は
重
ね
て
和
田
兄
弟
に
說
き
、
利
害
を
述
べ
て
和
解
を
勸

め
た
。
義
茂
は
畠
山
が
二
人
に
降
伏
を
願
い
出
て
い
る
と
思
っ
て
衣
笠
に
歸
り
、
大
介
に
報
吿
し
た
。

４ 

　
大
介
は
、
特
に
義
茂
の
功
績
を
稱
え
て
喜
ん
だ
。
今
後
の
戰
い
に
つ
い
て
、
義
盛
は
衣
笠
よ
り
も
奴ぬ

田た

で
戰
う
方
が
得
策
だ
と
主
張
し

た
。
し
か
し
大
介
は
、
世
閒
か
ら
三
浦
の
一
族
は
祖
先
の
地
を
捨
て
て
奴
田
の
小
城
で
死
ん
だ
と
は
言
わ
れ
た
く
な
い
と
言
い
、
自
分
の

言

は
や
が
て
結
果
と
し
て
現
れ
る
と
衣
笠
で
の
戰
い
を
主
張
し
て
讓
ら
な
か
っ
た
。
義
盛
は
や
む
な
く
從
っ
た
。
一
族
は
合
わ
せ
て

四
百
五
十
人
、
大
介
は
彼
ら
の
た
め
に
酒
⻝
を
振
る
ま
い
、
戰
い
の
仕
方
を
授
け
た
。
酒
⻝
が
終
わ
る
と
、
大
將
兵
卒
が
皆
鋤
や
鍬
を
持

ち
、
家
來
逹
と
力
を
合
わ
せ
て
防
御
の
作
業
を
し
、
一
日
で
工
事
は
終
わ
っ
た
。

５ 

　
そ
の
翌
日
、
畠
山
重
忠
に
は
金
子
、
村
山
、
兒
玉
、
橫
山
な
ど
が
從
い
。
河
越
重
頼
に
は
中
山
、
江
戶
な
ど
が
從
っ
て
、
兩
軍
合
わ
せ

て
三
千
人
で
あ
る
。戰
い
は
大
介
が
言
っ
た
言

の
と
お
り
に
進
ん
で
敵
を
退
か
せ
た
が
、金
子
家
忠
が
三
百
人
を
率
い
て
進
み
柵
を
次
々

と
破
り
、
三
番
目
の
柵
の
近
く
に
き
た
。
大
介
は
義
盛
を
呼
び
、
一
矢
で
金
子
を
斃た
お

さ
せ
た
。
夕
方
、
畠
山
ら
の
軍
は
退
却
し
た
。

６ 

　
夜
、
大
介
は
一
族
を
集
め
て
、
ひ
そ
か
に
城
を
出
て
頼
朝
公
を
房
總
の
地
に
尋
ね
よ
、
自
分
は
こ
こ
に
留
ま
っ
て
首
を
敵
に
授
け
る
こ

と
で
忠
報
の
志
を
頼
朝
公
に
捧
げ
た
い
と
言
い
、
一
同
は
泣
く
泣
く
そ
れ
に
從
っ
た
。
翌
日
、
畠
山
、
河
越
は
や
っ
て
來
て
大
介
が
死
に

裝
束
で
一
人
で
城
の
中
に
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
江
戶
太
郞
の
家
臣
豐
島
次
郞
が
首
を
斬
っ
た
。
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７ 

　
後
に
源
氏
が
興
り
、
江
戶
太
郞
も
源
氏
の
家
臣
と
な
っ
た
が
、
和
田
、
三
浦
は
父
の
仇
を
取
ろ
う
と
は
し
な
い
と
頼
朝
に
言
っ
た
。
他

日
、

九
郞
盛
長
は
義
澄
に
な
ぜ
大
介
が
奴
田
に
遷
ろ
う
と
せ
ず
、
自
分
の
言

は
後
に
必
ず
結
果
と
し
て
現
れ
る
と
言
っ
た
の
か
と
尋

ね
た
。
義
澄
は
自
分
も
よ
う
や
く
大
介
の
意
圖
が
分
か
っ
た
と
言
い
、
大
介
は
、
子
や
孫
が
長
く
圍
ま
れ
た
城
の
中
に
い
る
の
を
望
ん
で

お
ら
ず
、
衣
笠
は
敵
を
防
ぐ
に
は
不
便
だ
が
、
圍
み
を
出
る
に
は
便
利
で
あ
り
、
奴
田
は
こ
れ
と
反
對
で
死
地
で
あ
る
こ
と
、
大
介
は
城

を
守
る
こ
と
の
㝡
初
の
段
階
で
は
、
城
を
出
て
迯
げ
る
こ
と
を
言
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
の
だ
と
說
朙
し
た
。

　
以
上
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
後
に
は
「
南
城
子
曰
」
と
し
て
南
城
の
所
感
が
附
さ
れ
て
い
る
。

三　
テ
キ
ス
ト

　
こ
の
話
は
『
吾
妻
鏡
』（
卷
一
）
や
延
慶
本
『
平
家
物
語
』（
第
二
末
）、『
源
平
盛
衰
記
』（
卷
二
十
一
、二
十
二
）
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

本
文
を
比
較
し
て
み
る
と
、
內
容
が
「
紀
事
」
と
㝡
も
よ
く
似
て
い
る
の
は
『
源
平
盛
衰
記
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
南
城
が
テ
キ
ス
ト
と
し

た
の
は
そ
れ
ら
で
は
な
く
、
今
日
僞
書
と
さ
れ
て
い
る
『
盛
長
私
記
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
旣
に
第
七
段
落
に
も
示
し
た
よ
う
に
、「
紀
事
」

に
は
「

九
郞
盛
長
、
他
日
義
澄
に
問
ひ
て
曰
は
く
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
義
澄
の
言

の
あ
と
に
「
盛
長

服
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
朙
ら
か
で
あ
る
。
柏
﨑
市
立
圖
書
館
の
三
餘

藏
書
に
は
『
盛
長
私
記
』（
寫
本
）
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る）

（
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
比

較
し
て
み
る
と
、「
紀
事
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
『
盛
長
私
記
』
に
沿
っ
て
書
か
れ
て
い
て
、
內
容
に
お
い
て
兩
者
に
⻝
い
違
い
が
な
い
。
た

と
え
ば
、
大
介
の
死
の
場
面
の
書
き
方
で
あ
る
。
南
城
は
「
江
戶
太
郞
の
家
臣
豐
島
次
郞
其
の
首
を
斬
る
。」
と
書
い
て
い
る
が
、『
源
平
盛

衰
記
』
に
は
豐
嶋
次
郞
と
い
う
個
人
名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』、『
吾
妻
鏡
』
も
同
樣
で
あ
る）

（
（

。

　
實
は
、「
紀
事
」
に
つ
い
て
考
察
を
始
め
た

初
、
筆
者
は
、
南
城
は
『
源
平
盛
衰
記
』
を
テ
キ
ス
ト
に
し
つ
つ
一
部
記
述
を
改
變
し
て
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い
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
改
め
て
考
え
て
み
る
に
、「
紀
事
」
と
は
そ
も
そ
も
史
學
で
言
う
と
こ
ろ
の
紀
事
本
末
體
の
こ
と
で
、
一
事

件
の
顚
末
を
そ
の
ま
ま
記
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
南
城
が
こ
の
作
に
內
容
を
表
す
よ
う
な
改
ま
っ
た
題
名
を
考
え
ず
に
、「
紀
事
」
と
し

た
の
は
史
書
の
記
述
を
變
え
る
こ
と
な
く
事
件
の
經
過
を
記
す
意
圖
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う）

（
（

。

　
さ
て
、『
盛
長
私
記
』
と
は
ど
の
よ
う
な
書
な
の
か
。「

九
郞
盛
長
」
と
は
安
逹
盛
長
で
、
源
頼
朝
の
側
近
と
し
て
信
頼
が
厚
か
っ
た
人

物
で
あ
る
。『
軍
記
と
語
り
物
』
の
「『
盛
長
私
記
』
輪
讀
報
吿
」
で
は
、「
本
書
は
江
戶
時
代
を
通
じ
て
、
史
書
・
故
實
書
あ
る
い
は
讀
み

物
と
し
て
廣
く
讀
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。」、「
本
書
は
、
治
承
四
年
（
一
一
八
○
）
の
頼
朝
擧
兵
か
ら
、
嘉
祿
元
年
（
一
二
二
五
）、
北
條
政

子
の
死
ま
で
を
記
し
て
い
る
。」
と
あ
る）

（
（

。
さ
ら
に
、「
そ
の
記
述
は
、
骨
格
を
『
吾
妻
鏡
』
に
負
う
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
大
半

が
、
要
す
る
に
『
吾
妻
鏡
』
の
剽
竊
で
あ
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
次
い
で
『
源
平
盛
衰
記
』
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
輪
讀
の
主

要
對
𧰼
と
し
た
卷
一
・
二
で
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
依
據
し
た
文
章
の
閒
に
『
源
平
盛
衰
記
』
の
記
事
を
織
り
込
む
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
成
立
し
て
い
る
樣
態
が
、
つ
ぶ
さ
に
推
察
さ
れ
た
。」
と
あ
る）

（
（

。
し
か
し
、
筆
者
の
印
𧰼
は
少
し
こ
れ
と
は

な
る
。『
盛
長

私
記
』
の
記
述
は
骨
格
を
『
吾
妻
鏡
』
に
負
う
て
い
る
と
い
う
の
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
だ
『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
は
非

に

素
で

あ
る）

10
（

。
こ
れ
に
對
し
て
、『
源
平
盛
衰
記
』
の

寫
は
非

に
詳
し
い
。
だ
か
ら
、「
紀
事
」
に
關
係
し
た
部
分
だ
け
に
つ
い
て
言
う
と
、『
盛

長
私
記
』
の
ほ
と
ん
ど
の
記
述
は
、『
源
平
盛
衰
記
』
に
據
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
に
、「
紀
事
」
が
據
っ
て
い
る
の
は
『
盛
長
私
記
』
の
ど
の
部
分
か
を
示
し
て
お
こ
う
。
梗
槪
で
示
し
た
段
落
を
用
い
て
說
朙
す
る
。

な
お
、
以
下
『
盛
長
私
記
』
を
引
く
場
合
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
三
餘

藏
書
の
も
の
を
使
う
。

　
第
一
段
落
は
『
盛
長
私
記
』
卷
二
「
俣
野
與
安
田
志
太
山
軍
附
三
浦
逢
大
沼
自
丸
子
川
引
﨤
事
」
の
後
半
部
と
「
三
浦
一
族
之
事）

11
（

」
に
據
っ

て
い
る
。
第
二
、
第
三
段
落
は
、
小
坪
の
戰
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
盛
長
私
記
』
卷
三
「
相
州
小
坪
合
戰
附
和
田
畠
山
和
平
幷
小
坪
戰
場

之
圖
之
事
」、
以
下
第
四
、五
、六
、七
段
落
は
續
く
「
三
浦
大
介
軍
評
定
附
衣
笠
合
戰
幷
衣
笠
城
圖
之
事
」、「
大
介
被
討
附
北
條
與
三
浦
相
逢
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幷
加

景
員
父
子
落
足
之
事
」
に
據
っ
て
い
る）

11
（

。
た
だ
し
、
㝡
後
の
第
七
段
落
の
部
分
は
、「
紀
事
」
の
順
序
で
言
え
ば
第
四
段
落
の
あ
と
に
、

盛
長
の
所
感
を
插
入
す
る
形
で
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
七
段
落
は
『
盛
長
私
記
』
の
順
序
ど
お
り
で
は
な
い
が
、
こ
れ

は
い
わ
ば
後
日
談
で
あ
る
か
ら
「
紀
事
」
の
方
が
時
閒
の
流
れ
の
上
か
ら
は
自
然
な
の
で
あ
る
。

四　
「
紀
事
」
執
筆
の
背
景

　
な
ぜ
南
城
は
「
紀
事
」
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
三
餘
集
』
は
南
城
の
制
作
し
た
詩
文
が
ほ
ぼ
年
代
順
に
收
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

中
に
は
小
說
と
考
え
ら
れ
る
作
が
十
數
編
あ
る
。
そ
の
大
體
は
越
後
各
地
域
の
話
題
で
あ
り
、
內
容
は
奇
談
が
中
心
で
あ
る
。
ま
た
南
城
は
、

詠
史
詩
を
多
く
作
っ
て
い
る
。『
三
餘
集
』
に
は
千
八
百
四
十
八
首
の
詩
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
九
％
ほ
ど
に
あ
た
る
百
七
十
一
首
が
詠
史

詩
で
あ
る
。
そ
し
て
、
南
城
は
今
日
で
は
珍
し
い
書
物
と
し
て
『
盛
長
私
記
』
の
ほ
か
『
先
代
舊
事
本
紀
』
な
ど
も
讀
ん
で
い
る）

13
（

。
さ
ら
に
、

內
山
氏
も
述
べ
て
い
る
が）

14
（

、
南
城
は
白
話
體
も
含
め
た
中
國
の
小
說
も
多
く
讀
ん
で
い
た
。
要
す
る
に
、
南
城
の
讀
書
の
範
圍
は
非

に
廣

く
、
日
本
の
歷
史
に
も
關
心
を
持
っ
て
い
た
し
、
詩
文
の
み
な
ら
ず
、
小
說
も
そ
の
機
會
が
あ
れ
ば
書
こ
う
と
い
う
意
欲
を
南
城
は
持
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
南
城
の
時
代
、
一
般
に
三
浦
大
介
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
橋
秀
樹
氏
は
『
三
浦

一
族
の
硏
究
』
に
お
い
て
、「
三
浦
介
の
傳
說
は
、
一
族
や
鎌
倉
幕
府
の
枠
を
超
え
、
武
門
の

雄
と
し
て
中
世
社
會
に
根
附
い
て
い
く
の

で
あ
る
。」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
江
戶
時
代
に
は
、『
三
浦
大
介
』
の
名
が
藝
能
や
文
學
を
通
じ
て
さ
ら
に
廣
ま
っ
て
い
く
。」
と
し
て
、
書

名
に
「
三
浦
大
介
」
を
含
む
作
品
が
多
い
こ
と
、
役
者
繪
に
も
「
三
浦
助
」
に
扮
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
、「
三
浦
の
大
介
百
六
つ
」

の
傳
承
も
巷
閒
に
流
布
し
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
、「
こ
う
し
て
、
三
浦
大
介
義
朙
は
誰
も
が
知
る
存
在
に
な
っ
て
い
た
。」
と
述
べ
て
い
る）

15
（

。
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つ
ま
り
は
、「
長
壽
の

雄
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
南
城
も
、
大
介
と
い
う
人
物
に
關
心
を
抱
き
な
が
ら
『
盛
長

私
記
』
を
讀
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

五　
「
紀
事
」
の
特
色

㈠　
朙
快
な
人
物
像

　「
紀
事
」
に
お
け
る
主
な
登
場
人
物
を
、
三
浦
方
と
畠
山
方
と
に
分
け
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
三
浦
方
は
①
和
田
義
盛
、
②
和
田
義
茂
、

③
三
浦
義
澄
、
④
三
浦
大
介
な
ど
で
あ
る
。
畠
山
方
は
①
畠
山
重
忠
、
②
半
澤
成
淸
、
③
本
田
近

、
④
金
子
家
忠
な
ど
で
あ
る
。
三
浦
大

介
は
旣
に
述
べ
た
よ
う
に
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
が
、
和
田
義
盛
、
三
浦
義
澄
、
畠
山
重
忠
な
ど
も
み
な
歷
史
上
有
名
な
人
物
で
あ
る
。

　
和
田
義
盛
は
、
後
に
侍
さ
む
ら
い
ど
こ
ろ
べ
つ

所
别

と
う

の
職
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る）

16
（

。
侍
所
别

と
は
御
家
人
を
統
制
す
る
組
織
の
長
官
で
あ
る
。
そ
の
「
勇
」

に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
平
家
物
語
』
卷
十
一
「
遠
矢
」
に
義
盛
の
遠
矢
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
紀
事
」
で
も
義
盛
が
金
子

家
忠
を
射
る
場
面
が

か
れ
て
い
る
。
三
浦
義
澄
は
大
介
の
子
で
、
和
田
義
盛
の
叔
父
で
あ
る
。
冷
靜
で
畠
山
と
の
戰
を
避
け
よ
う
と
し
て

い
る
。
義
澄
は
そ
の
後
頼
朝
の
も
と
で
主
要
な
合
戰
に
お
い
て
戰
功
を
立
て
、
頼
朝
か
ら
厚
い
信
頼
を
得
た
。
畠
山
重
忠
は
大
介
の
孫
で
あ

る
が
、
父
と
伯
父
が
京
都
に
い
て
平
氏
に
仕
え
た
關
係
か
ら
平
氏
に
味
方
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
「
紀
事
」
の
中
で
畠
山
が
述
べ
て
い
る

こ
と
で
あ
る）

17
（

。
そ
の
後
重
忠
は
頼
朝
に
歸
伏
し
て
い
る
。
貫
逹
人

『
畠
山
重
忠
』
で
は
、
畠
山
を
「
鎌
倉
武
士
の
典
型
と
稱
さ
れ
る
人
物
」

と
解
說
し
て
い
る）

18
（

。
貫
氏
は
、
そ
の
內
容
と
し
て
「
豪
勇
に
し
て
武
略
に
富
み
」
以
下
さ
ま
ざ
ま
な
點
を
擧
げ
て
い
る
が
、
和
田
義
盛
な
ど

と
特
に
違
う
點
は
「
音
曲
の
才
に
富
ん
で
、
風
流
を
解
す
る
」
點
で
あ
る
。

　
さ
て
、「
紀
事
」
の
中
で
は
こ
れ
ら
登
場
人
物
の
擔
う
役
割
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
。
和
田
義
盛
、
義
茂
の
兄
弟
、
畠
山
重
忠
、
金
子
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家
忠
は

き
方
に
違
い
は
あ
る
が
み
な
剛
勇
の
者
、
つ
わ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
三
浦
義
澄
、
半
澤
成
淸
、
本
田
近

な
ど
は
冷
靜

で
、
で
き
る
な
ら
ば
戰
い
は
し
な
い
で
お
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
物
配
置
の
中
心
に
い
る
の
が
三
浦
大
介
で
あ
る
。

㈡　
起
伏
の
あ
る
展
開

　「
紀
事
」
は
そ
う
長
い
話
で
は
な
い
が
、
テ
ン
ポ
良
く
話
が
切
り
替
わ
り
、
そ
れ
で
い
て
全
體
が
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
第
一
段
で
は
、

石
橋
山
の
合
戰
に
赴
こ
う
と
す
る
義
盛
、
義
澄
ら
の
一
行
と
大
沼
三
郞
と
の
遭
遇
の
場
面
か
ら
始
ま
り
、
義
盛
が
義
澄
の
言

に
從
わ
ず
に

戰
お
う
と
す
る
樣
子
が

か
れ
て
い
る
。

義
盛
不
可
曰
、
畠
山
尙
幼
、
未
習
軍
事
。
我
兵
三
百
、
而
彼
五
百
、
於
敵
之
何
有
。
歸
馬
疲
矣
。
將
奪
而
騎
彼
馬
。
佐
原
義
連
欣
然
曰
、

壯
哉
。
吾
亦
從
之
。
義
澄
固
諫
、
二
子
不
聽
。

（
義
盛
可き

か
ず
し
て
曰
は
く
、
畠
山
尙
ほ
幼
く
、
未
だ
軍
事
を
習
は
ず
。
我
が
兵
は
三
百
に
し
て
、
彼
は
五
百
、
之
に
敵
す
る
に
於
て

何
か
有
ら
ん
。
歸
馬
疲
れ
り
。
將
に
奪
ひ
て
彼
の
馬
に
騎
ら
ん
と
す
と
。
佐
原
義よ
し

連つ
ら

欣
然
と
し
て
曰
は
く
、
壯
な
る
か
な
。
吾
も
亦
之

に
從
は
ん
と
。
義
澄
固
く
諫
む
れ
ど
、
二
子
聽
か
ず
。）

　
佐
原
義
連
は
「
紀
事
」
に
、
大
介
の
末
子
で
「
義
連
今
年
十
五
、
長
大
に
し
て
勇
を
好
む
。
義
盛
と
好
し
。」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。『
平

家
物
語
』
卷
九
「
逆
落
」
は
、
義
經
が
鵯
越
で
平
家
の
陣
を
破
っ
た
話
で
あ
る
が
、
そ
の
崖
を
馬
で
眞
っ
先
に
驅
け
下
っ
た
の
が
義
連
で
あ
る
。

　
第
二
段
、
一
方
の
畠
山
も
戰
お
う
と
す
る
。
そ
の
時
畠
山
方
の
家
臣
半
澤
成
淸
が
言
う
。

於
是
半
澤
成
淸
陳
說
于
兩
陣
閒
曰
、
彼
此
骨
肉
之
親
、
而
各
從
所
奉
之
主
。
所
遇
之
節
然
也
。
意
者
源
將
雖
敗
走
、
必
將
謀
再
擧
矣
。

吾
畠
山
氏
、
亦
必
將
有
從
其
命
之
日
矣
。
今
日
骨
肉
相
殘
、
無
益
。

（
是
に
於
て
半
澤
成
淸
兩
陣
の
閒
に
陳
說
し
て
曰
は
く
、
彼
此
骨
肉
の
親
に
し
て
、
各
〻
奉
ず
る
所
の
主
に
從
ふ
。
遇
ふ
所
の
節
然
る
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な
り
。
意
ふ
に
源
將
敗
走
す
と
雖
も
、
必
ず
將
に
再
擧
を
謀
ら
ん
と
す
。
吾
が
畠
山
氏
も
、
亦
必
ず
將
に
其
の
命
に
從
ふ
の
日
有
ら
ん

と
す
。
今
日
骨
肉
相
殘
す
る
は
、
益
無
し
と
。）

　
血
縁
關
係
に
あ
る
者
が
殺
し
合
う
の
は
何
の
益
も
な
い
と
の
說
得
で
あ
る
。
し
か
も
半
澤
は
、
や
が
て
畠
山
も
頼
朝
に
仕
え
る
日
が
來
る

か
も
し
れ
な
い
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
い
っ
た
ん
兩
軍
は
退
却
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
結
局
そ
こ
に
遲
れ
て
現
れ
た
義
茂
の
勘
違
い
が

あ
り
、
小
坪
の
戰
い
が
行
わ
れ
る
（
第
三
段
）。
し
か
し
、
本
田
、
半
澤
の
仲
裁
で
戰
は
い
っ
た
ん
は
お
さ
ま
る
。
そ
し
て
、
第
四
段
か
ら

は
三
浦
一
族
の
居
城
衣
笠
へ
と
場
所
が
變
わ
っ
て
い
る
。
衣
笠
の
戰
い
は
、
小
坪
の
戰
い
よ
り
も
は
る
か
に
規
模
は
大
き
い
の
で
あ
る
が
、

コ
ン
パ
ク
ト
な
合
戰
譚
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
戰
い
の
歬
に
行
わ
れ
た
三
浦
方
で
の
議
論
も

か
れ
て
い
る
。
衣
笠
で
戰
う
か
、
奴

田
に
遷
っ
て
戰
う
の
が
よ
い
か
、
大
介
と
義
盛
の
口
論
で
あ
る
。
大
介
は
㝡
後
に
怒
っ
て
言
う
。

大
介
怒
曰
、
義
盛
汝
不
知
乎
。
源
將
敗
走
、
天
下
皆
我
歒
也
。
是
吾
效
死
之
日
、
恃
險
何
爲
。
老
夫
之
言
、
後
必
有
驗
焉
。
汝
等
猶
欲

遷
于
奴
田
、
則
老
夫
獨
死
于
衣
笠
而
已
。

（
大
介
怒
り
て
曰
は
く
、
義
盛
汝
知
ら
ず
や
。
源
將
敗
走
し
て
、
天
下
皆
我
が
歒
な
り
。
是
れ
吾
が
死
を
效
す
の
日
、
險
を
恃
ん
で
何

を
か
爲
さ
ん
。
老
夫
の
言
、
後
必
ず
驗
有
ら
ん
。
汝
等
猶
ほ
奴
田
に
遷
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
老
夫
獨
り
衣
笠
に
死
す
る
の
み
と
。）

　
こ
の
部
分
に
お
け
る
『
盛
長
私
記
』
の
記
述
は
「
紀
事
」
よ
り
も
長
い
。『
盛
長
私
記
』
は
、「
大
介
腹
を
立
て
、
汝
義
盛
よ
、
今
は
日
本

を
敵
に
受
た
り
。
身
を
全
ふ
せ
ん
と
思
ふ
と
も
運
命
限
り
あ
れ
ば
朙
日
を
知
べ
か
ら
ず
。
縱
命
は
生
る
共
、
人
の
云
ん
す
る
は
三
浦
の
輩
こ

そ
一
旦
の
命
を
延
ん
と
て
、
さ
し
も
名
有
者
、
館
の
城
を
遁
出
て
奴
田
の
城
に
て
討
れ
た
り
と
云
ん
事
も
口
惜
し
か
る
べ
し
。」
云
々
と
以

下
長
く
續
い
て
い
る
。
南
城
は
、
そ
の
中
で
「
老
者
の
云
事
は
驗
あ
り
。
後
に
は
思
ひ
合
せ
ん
や
。」
と
あ
る
箇
所
を
中
心
に
重
要
な
點
を

ま
と
め
た
の
で
あ
る
。

　
第
六
段
で
は
戰
い
か
ら
一
轉
し
て
脫
出
へ
と
話
が
變
わ
っ
て
い
る
、
あ
れ
ほ
ど
强
く
衣
笠
で
の
戰
い
を
主
張
し
、
今
は
戰
果
を
收
め
た
直
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後
で
あ
る
の
に
、
大
介
は
「
防
戰
の
志
已
に
滿
て
り
。」（「
紀
事
」）
と
言
っ
て
態
度
を
變
え
、
一
族
を
脫
出
さ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
展
開

は
、
讀
者
に
大
介
の
こ
の
言
動
は
豫
め
考
え
て
い
た
も
の
だ
と
自
然
に
悟
ら
せ
る
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
。

　
㝡
後
の
第
七
段
は
、
大
介
の
「
後
必
ず
驗
有
ら
ん
」
と
い
う
言

の
理
解
を
中
心
と
し
た
後
日
談
で
話
が
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
『
盛
長
私
記
』
を
書
い
て
い
る
筆
者
盛
長
が
本
文
に
插
入
し
て
記
し
て
い
る
部
分
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
南
城
は
『
盛
長
私
記
』
の
話
を
變
え
て
は
い
な
い
が
、
細
か
な
と
こ
ろ
は
省
き
つ
つ
要
點
を
押
さ
え
て
話
を
ま
と
め
て

い
る
の
で
あ
る
。

㈢　
軍
記
物
ら
し
い

寫

ａ
裝
束

寫

　
南
城
は
話
を

洯
に
し
て
は
い
る
が
、
軍
記
物
ら
し
い

寫
は
入
れ
て
い
る
。
畠
山
重
忠
の
裝
束
の

寫
（
第
三
段
）
を
見
て
お
こ
う
。

畠
山
乃
披
紺
錦
戰
袍
、
戴
白
點
星
鍪
、
穿
緋
紅
綴
札
鎧
、

縁
黃
金
鏤
蝶
、
而
佩
寶
刀

綠
三
尺
五
寸
、
𠂰
皮
鞞
之
。
滿
箙
鵠
羽
箭
、

一
張
列
星
畫
弓
、
跨
靑
騅
金
銀
餝
鞍
、
鞅
靽
垂
總
紅
如
火
。

（
畠
山
乃
ち
紺
錦
の
戰
袍
を
披
て
、
白
點
の
星
鍪
を
戴
き
、
緋ひ
お
ど
し
の
よ
ろ
い

紅
綴
札
鎧
、わ

う
ご
ん
て
う
の
す
そ
か
な
も
の

縁
黃
金
鏤
蝶
を
穿
て
、
而
し
て
寶
刀

う
す

綠
み
ど
り

三
尺
五
寸
を

佩
び
、
𠂰
皮
之
に
鞞
し
り
さ
やす
。
滿
箙
の
鵠
く
ぐ
い
の
は
の
や

羽
箭
、
一
張
の
列
星
畫
弓
、
靑
あ
を
あ
し
げ騅
の
金
銀
餝
の
鞍
に
跨
り
、
鞅
む
な
か
い
し
り
か
い
あ
つ
ぶ
さ

靽
垂
總
の
紅
、
火
の
ご
と
し
。）

　「
白
點
の
星せ
い
ぼ
う鍪
」
と
は
、
白し
ら
ほ
し星
の
兜
で
あ
る
。「
星
」
と
は
兜
の
鋲
の
突
起
の
こ
と
を
指
し
、
そ
れ
を
銀
で
包
ん
だ
も
の
が
白
星
で
あ
る
。「

綠
」
は
寶
刀
の
名
で
あ
る
。
振
り
假
名
は
す
べ
て
南
城
が
カ
タ
カ
ナ
で
つ
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
該

す
る
『
盛
長
私
記
』

は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

其
日
ノ
裝
束
ハ
、
紺
地
ノ
錦
ノ
直
垂
ニ
、
緋
威
ノ
鎧
蝶
ノ
下
金
物
打
タ
ル
ヲ
着
、
白
星
ノ
冑
ニ
二
十
四
サ
シ
タ
ル
鵠
ノ
羽
ノ
箙
筈
高
ニ
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取
テ
附
、
矢
搦
矢
把
子
シ
カ
ト
シ
メ
、

綠
ト
名
附
テ
三
尺
五
寸
ニ
幅
二
寸
餘
リ
、
成
太
刀
ニ
𠂰
皮
ノ
尻
鞘
入
テ
帶
、
靑
芦
毛
馬
ノ
太

ク
逞
キ
金
覆
輪
、
耳
ハ
白
覆
輪
ノ
鞍
置
、
然
立
ハ
カ
リ
ニ
見
ヘ
タ
ル
紅
井
ノ
厚
總
ノ
鞦
掛
、
武
藏
鎧
ニ
紋
附
タ
ル
ヲ
掛
、
弓
ハ
上

三
十
六
禽
握
、
下
二
十
八
宿
ヲ
卷
タ
ル
、
重

ハ
上
或
ハ

遣
ヒ
タ
ル
ヲ
取
テ
、
步
セ
イ
ツ
ル
。

　
比
較
し
て
み
る
と
、
南
城
は
、『
盛
長
私
記
』
で
は
别
々
に
書
か
れ
て
い
る
「
二
十
四
さ
し
た
る
鵠
の
羽
の
箙
、
筈は
ず
だ
か高

に
取
て
附
、
矢や
か
ら
め搦

矢や
た
ば
ね

把
子
し
か
と
し
め）

19
（

」
と
「
弓
は
上
三
十
六
禽き
ん
の
に
ぎ
り
握
、
下
二
十
八
宿
を
卷
た
る
」
の
二
箇
所
を
、「
滿
箙
鵠
羽
箭
、
一
張
列
星
畫
弓
」
と
對
の

七
字
句
に
ま
と
め
て
い
る
。
重
忠
は
「
紀
事
」
の
中
で
は
相
手
方
で
、
あ
ま
り
目
立
つ
存
在
で
は
な
い
が
、
實
際
は
有
名
な
武
士
で
あ
る
か

ら
裝
束

寫
も
立
派
で
あ
る
。

ｂ　
戰
闘
の
中
の
朙
る
さ

　
第
五
段
で
は
大
介
が
敵
を
稱
贊
す
る
場
面
が
あ
る
。
三
百
人
を
率
い
た
金
子
家
忠
は
大
介
が
作
ら
せ
た
柵
を
打
ち
破
り
、
三
つ
目
の
柵
に

近
づ
い
て
き
た
。
そ
の
鎧
に
は
矢
が
集
中
し
て
蓑
を
身
に
つ
け
た
か
の
よ
う
で
あ
る）
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（

。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

大
介
使
人
提
甁
奉
觴
出
謂
之
曰
、
觀
武
藏
相
模
之
攻
城
者
、
唯
卿
之
勇
驚
目
。
今
也
無
乃
疲
倦
乎
。
請
飮
之
以
養
勇
、
則
益
有
壯
觀
矣
。

（
大
介
人
を
し
て
甁へ
い

を
提
げ
觴
さ
か
づ
きを

奉
じ
出
で
て
之
に
謂
は
し
め
て
曰
は
く
、
武
藏
相
模
の
城
を
攻
む
る
者
を
觀
る
に
、
唯
だ
卿
の
勇
の

み
目
を
驚
か
す
。
今
や
乃
ち
疲ひ

倦け
ん

す
る
無
か
ら
ん
や
。
請
ふ
之
を
飮
み
て
以
て
勇
を
養
は
ば
、
則
ち
益
〻
壯
觀
有
ら
ん
と
。）

　
大
介
は
金
子
の
勇
氣
を
譽
め
、
疲
れ
た
で
あ
ろ
う
と
酒
を
與
え
て
い
る
。
こ
の
次
に
は
、
金
子
が
、
酒
を
飮
ん
で
に
わ
か
に
體
が
元
氣
に

な
っ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
城
を
抜
き
た
い
と
答
え
る
場
面
が
續
い
て
い
る
。
歬
の
第
三
段
で
は
、
十
七
歲
の
義
茂
が
三
人
の

首
を
斬
っ
て
鞍
に
つ
な
ぐ
と
い
う
、
通

で
あ
れ
ば
凄
慘
と
言
え
る
場
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
と
は
全
く
反
對
で
、
戰
い

と
は
思
え
な
い
の
ど
か
な
や
り
と
り
の
場
面
で
あ
る
。
南
城
は
軍
記
物
の
特
色
あ
る
場
面
は
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
る
。
な
お
、
梗
槪
で

示
し
た
よ
う
に
金
子
は
義
盛
の
放
っ
た
矢
で
斃
さ
れ
た
が
、
深
手
を
負
っ
た
も
の
の
弟
の
與
市）

11
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に
助
け
ら
れ
て
い
る
。
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六　
「
紀
事
」
の
主
題

　
こ
の
作
に
は
、
㝡
後
に
「
南
城
子
曰
」
が
附
さ
れ
て
い
て
、
南
城
の
所
感
が
記
さ
れ
て
い
る）

11
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。
南
城
が
「
紀
事
」
を
ど
の
よ
う
な
考
え
の

も
と
に
書
い
て
い
た
の
か
を
考
え
る
材
料
に
な
る
。
そ
の
㝡
初
に
は
「
和
田
義
盛
は
古
の
侠
勇
の
士
な
り
。」
と
あ
る
。
こ
の
「
侠
勇
」
に

つ
い
て
南
城
は
言
う
。
義
盛
が
義
澄
の
言
に
從
い
、
敵
を
避
け
て
い
れ
ば
小
坪
の
戰
は
な
く
、
衣
笠
の
圍
み
も
な
く
、
大
介
も
死
ぬ
こ
と
は

な
か
っ
た
。「
侠
勇
の
事
を
敗
る
こ
と
此
の
ご
と
し
」
と
南
城
は
言
い
つ
つ
、
し
か
し
義
盛
は
こ
の
侠
勇
に
よ
っ
て
、
頼
朝
に
氣
に
入
ら
れ
、

侍
所
别

の
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

時
八
州
の
將
士
は
、
多
く
が
ど
ち
ら
に
附
い
た
ら
い
い
か
迷
っ
て
い
た
中
で
、
義
盛
だ
け
が
源
氏
に
味

方
し
、
小
坪
や
衣
笠
で
大
い
に
腕
を
振
る
い
、
結
局
こ
の
こ
と
で
頼
朝
公
に
氣
に
入
ら
れ
た
。
弟
の
義
茂
も
侠
勇
の
氣
が
あ
り
、
か
つ
銳
敏

の
才
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
對
し
て
、
都
築
太
郞
や
そ
の
弟
な
ど
は
、
力
は
强
か
っ
た
が
性
質
は
遲
鈍
で
三
浦
畠
山
二
人
を
斡
旋
す
る
才
は
な

か
っ
た
。
要
す
る
に
和
田
兄
弟
は
、
そ
の
資
性
が
皆
祖
父
大
介
と
同
類
で
あ
る
、
と
。

　
こ
の
中
で
、
和
田
兄
弟
の
資
性
が
大
介
と
同
類
で
あ
る
と
い
う
の
は
少
し
疑
問
も
あ
る
が
、
南
城
は
二
人
の
「
侠
勇
」
の
良
い
點
を
見
て

述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
紀
事
」
に
お
い
て
は
、
確
か
に
和
田
兄
弟
の

寫
は
多
く
、
こ
の
二
人
を
中
心
に
物
語
は
進
ん
で
い
る
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
冐
頭
に
大
介
の
死
が
述
べ
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
と
や
、「
資
性
皆
大
介
に
類
す
」
と
い
う
述
べ
方
、
そ
し
て
、
話
の
㝡
後

は
大
介
が
述
べ
た
「
老
夫
の
言
、
後
必
ず
驗
有
ら
ん
」
の
理
解
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
南
城
が
註
目
す
る
中
心
が
大
介
で
あ

り
、
そ
の
資
質
だ
と
い
う
こ
と
は
閒
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
南
城
に
直
接
の
言
及
は
な
い
が
、
大
介
が
自
分
の
考
え
を
詳
し
く
は
言

わ
ず
、
自
分
は
死
を
選
び
な
が
ら
一
族
を
救
い
、
頼
朝
に
力
を
盡
く
さ
せ
よ
う
と
し
た
思
慮
の
深
さ
、
そ
の
知
略
に
南
城
は
感
心
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
南
城
が
「
紀
事
」
を
書
い
た
大
き
な
理
由
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
知
略
と
か
智
謀
の
語
は
南
城
は
使
っ
て
い
な

い
が
、『
盛
長
私
記
』
の
中
に
は
あ
る
。
第
七
段
落
の
場
面
で
「
案
ず
れ
は
義
盛
が
申
せ
し
處
一
旦
近
理
に
叶
ふ
と
い
へ
ど
も
畢
竟
大
介
が
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智
謀
に
は
不
及
」
と
義
澄
は
語
っ
た
の
で
、「
盛
長
得
心
し
て
則
私
記
に
載
之
」
と
あ
る）

13
（

。
大
介
が
「
老
夫
の
言
、
後
必
ず
驗
有
ら
ん
。」
と

し
か
述
べ
な
か
っ
た
の
は
大
介
の
智
謀
の
ゆ
え
で
あ
る
。

七　
お
わ
り
に

　
こ
の
作
品
に
は
、
歷
史
上
の
事
件
に
お
い
て
し
ば
し
ば
あ
り
が
ち
な
話
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
ら
が
お
か
れ
た
立
場
に
固
執

す
る
こ
と
や
ち
ょ
っ
と
し
た
勘
違
い
か
ら
爭
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
も
と
も
と
は
味
方
同
士
な
の
に
戰
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
主
の
考

え
で
一
族
の
命
運
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
み
な
歷
史
の
敎
訓
と
な
り
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
南
城
は
幕
末
の
落
ち
着
か
な
い
政
治
狀
況
を
知
っ
て
お
り
、
櫻
田
門
外
の
變
が
起
き
た
二
日
歬
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
實
際
の
歷

史
上
の
事
件
と
し
て
戊
辰
戰
爭
が
想
起
さ
れ
る
。
南
城
が
住
ん
だ
柏
崎
は
桑
名
藩
の
飛
び
地
領
で
あ
っ
た
。
桑
名
藩
は
舊
幕
府
軍
で
あ
る
か

ら
鯨
波
の
地
で
は
戰
い
も
行
わ
れ
た
。
隣
の
長
岡
で
の
戰
い
は
特
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
家
老
河
井
繼
之
助
が
こ
の
長
岡
藩
の
命
運
を
背

負
っ
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、「
紀
事
」
は
天
保
の
こ
ろ
書
か
れ
た
作
と
思
わ
れ
る
か
ら）
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、
南
城
が
幕
末
の
動
亂
を
豫
見
し
て
い
た
と
考

え
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
た
だ
し
、
南
城
が
こ
の
物
語
の
中
に
歷
史
の
敎
訓
を
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
筆
者
は
初
め
て
こ
の
作
品
を
讀
ん
で
か
ら
興
味
を
抱
き
、
八
年
ほ
ど
歬
に
は
何
囘
か
現
地
調
査
に
出
か
け
た
。
逗
子
市
立
圖
書
館
で
資
料

を
閲
覽
し
て
み
る
と
、
三
浦
一
族
に
關
す
る
資
料
は
豐
富
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

然
か
も
し
れ
な
い
が
、
硏
究
會
が
あ
っ
て
硏
究
誌
が
發
行

さ
れ
、
大
會
も
開
か
れ
て
い
る
な
ど
、

地
の
方
々
が
い
か
に
三
浦
一
族
の
こ
と
に
誇
り
と
關
心
を
持
ち
、
熱
心
に
硏
究
し
て
い
る
か
を
初

め
て
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
し
そ
の
方
々
が
、
越
後
の
片
田
舍
に
こ
の
よ
う
な
作
品
を
書
い
た
儒
者
が
い
た
こ
と
を
知
っ
た
な
ら
き
っ
と

驚
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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註（
1
） 

『
三
餘
集
』
は
新
潟
縣
立
圖
書
館
藏
。
藍
澤
南
城
文
庫
と
し
て
デ
ー
タ
公
開
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、「
南
城
野
史
祗
艸
」
の
「
祗
」
は
南
城
の
名
で
あ
る
。

（
1
） 
『
啜
茗
談
柄
』
は
新
潟
縣
立
圖
書
館
の
藍
澤
南
城
文
庫
の
中
に
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
寫
本
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、『
南
城
先
生
の
越
後
奇
談
ー
『
啜

茗
談
柄
』
譯
註
ー
』（
鄕
直
人
、
長
谷
川
潤
治
、
福
原
國
郞
、
村
山

三
　
汲
古
書
院
・
二
〇
〇
一
年
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、『
啜
茗
談
柄
』
は
、

『
日
本
漢
文
小
說
叢
刋
』（
王
三
慶
、
莊
雅
州
、
陳
慶
浩
、
內
山
知
也
主
編
・
臺
灣
學
生
書
局
・
二
〇
〇
三
年
）
第
一
輯
第
一
卷
の
㝡
初
に
も
收
め
ら

れ
て
い
る
。

（
3
） 

內
山
知
也
「
藍
澤
南
城
の
漢
文
小
說
」
は
『
斯
文
』（
第
百
七
號
、
一
九
九
九
年
）
所
收
。

（
4
） 

本
稿
で
私
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、『
吾
妻
鏡
』
は
吉
川
本
『
吾
妻
鏡
』（
國
書
刋
行
會
、
一
九
一
五
年
）、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
は
『
延
慶
本
平
家
物
語
』

（
北
原
保
雄
・
小
川
榮
一
編
、
勉
誠
社
、
一
九
九
○
年
）、『
源
平
盛
衰
記
』
は
、『
源
平
盛
衰
記
』（
市
古
貞
治
等
校
註
・
三
彌
井
書
店
・
一
九
九
四
年
）

で
あ
る
。

（
5
） 

三
餘

藏
書
は
、
南
城
の
私
塾
三
餘

の
藏
書
。『
藍
澤
氏
三
餘

舊
藏
書
目
錄
　
附
柏
崎
市
立
圖
書
館
藏
和
漢
古
書
目
錄
』（
斯
衟
文
庫
論
集
・
第

三
三
輯
・
一
九
九
九
年
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
盛
長
私
記
　
三
二
卷
（
文
治
五
年
迄
）
寫 

墨
彩
色
圖
入
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
、
大
介
は
結
局
「
…
江
戶
太
郞
に
斬
ら
れ
に
け
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
で
は
「
江
戶
太
郞
馳

來
て
、
大
介
が
頸
を
ば
打
て
け
り
。」、『
吾
妻
鏡
』
で
は
「
辰
の
刻
、
三
浦
介
義
朙
、［
年
八
十
九
］
河
越
太
郞
重
賴
・
江
戶
太
郞
重
長
等
が
爲
に
討

ち
取
ら
る
。」
と
な
っ
て
い
る
。

（
7
） 

南
城
が
事
實
を
尊
重
す
る
態
度
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
啜
茗
談
柄
』
の
題
言
に
も
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
8
） 

『
軍
記
と
語
り
物
』
は
軍
記
・
語
り
物
硏
究
會
、
一
九
九
二
年
の
發
行
。
そ
の
八
八
か
ら
八
九
頁
。

（
9
） 

歬
揭
書
『
軍
記
と
語
り
物
』、
八
九
頁
。

（
10
） 

た
と
え
ば
小
坪
の
戰
い
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。「
三
浦
輩
出
城
來
于
丸
子
河
邊
、
自
去
夜
相
待
曉
天
、
欲
參
向
之
處
、

合
戰
已
敗
北
之
閒
、
慮
外
馳
歸
。
於
其
路
次
由
井
濱
、
與
畠
山
次
郞
重
忠
數
刻
挑
戰
、
多
々
良
三
郞
重
春
幷
郞
從
石
井
五
郞
等
殞
命
。
又
重
忠
郞
從

五
十
餘
騎
輩
梟
首
之
閒
、
重
忠
退
去
。
義
澄
以
下
又
歸
三
浦
。」（
歬
揭
書
『
吾
妻
鏡
』、
一
五
頁
。）

（
11
） 

『
盛
長
私
記
』
卷
二
の
目
錄
に
は
「
三
浦
一
族
之
事
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
文
で
は
「
三
浦
一
揆
之
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
11
） 

『
盛
長
私
記
』
卷
三
の
目
錄
に
は
「
…
小
坪
戰
場
之
圖
之
事
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
文
で
は
「
…
小
坪
軍
場
圖
之
事
」
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
く
卷

三
の
目
錄
に
は
「
大
介
被
討
…
加

景
員
父
子
落
足
之
事
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
本
文
で
は
「
大
介
被
討
…
加

父
子
落
足
之
事
」
と
な
っ
て
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い
る
。

（
13
） 
『
三
餘
集
』
卷
七
「
尊
農
篇
」
に
『
先
代
舊く

事じ

本
紀
』
の
引
用
が
あ
る
。
こ
の
書
は
、
大
野
七
三

『
先
代
舊
事
本
紀
　
訓
註
』
に
よ
れ
ば
、
江
戶
時

代
初
め
ま
で
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
同
樣
第
一
級
の
古
代
文
獻
と
し
て
重
要
に
取
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

（
14
） 

內
山
氏
歬
揭
論
文
。

（
15
） 

『
三
浦
一
族
の
硏
究
』
は
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
六
年
。
そ
の
八
二
頁
、
及
び
八
五
頁
。
な
お
、「
三
浦
の
大
介
百
六
つ
」
と
い
う
の
は
、
詳
細
は
い

ろ
い
ろ
あ
る
が
、
大
介
の
長
壽
を
言
っ
た
言

で
あ
る
。

（
16
） 

治
承
四
年
十
一
⺼
十
七
日
に
侍
所
别

に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。（
吉
川
本
『
吾
妻
鏡
』
卷
一
）

（
17
） 

「
畠
山
謂
家
臣
本
田
近

半
澤
成
淸
曰
、
我
與
三
浦
氏
甥
舅
之
親
、
而
同
爲
源
氏
之
故
屬
。
但
以
父
與
伯
父
在
京
故
、［
父
重
能
伯
父
有
重
、
共
從
平

氏
祗
役
于
京
］
出
次
于
此
。」

（
18
） 

貫
逹
人

『
畠
山
重
忠
』
は
、
吉
川
弘
文
館
、
人
物
叢
書
、
新
裝
版
、
一
九
六
二
年
、
そ
の
一
六
八
頁
。

（
19
） 

「
矢
把
子
」
は
箙
に
差
し
た
矢
が
亂
れ
な
い
よ
う
に
束
ね
る
緖
の
こ
と
で
あ
る
。「
矢
搦
」
も
同
樣
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
矢
把
子
と
の
違
い
は
は
っ

き
り
し
な
い
。

（
10
） 

「
紀
事
」
に
は
「
金
子
猶
進
近
于
三
柵
。
箭
集
于
鎧
、
如
蓑
毛
。」
と
あ
る
。

（
11
） 

『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
「
與
一
」
と
し
て
い
る
。

（
11
） 

原
文
は
以
下
の
と
お
り
。「
南
城
子
曰
、
和
田
義
盛
古
之
俠
勇
士
也
。

時
從
義
澄
言
、
閑
行
避
敵
、
則
無
小
坪
之
戰
。
無
小
坪
之
戰
、
則
無
衣
笠
之
圍
。

無
衣
笠
之
圍
、
則
大
介
不
死
敵
手
。
是
所
謂
不
自
我
始
禍
、
臨
事
而
懼
者
之
所
爲
也
。
義
盛
嫌
其
似
示
弱
于
人
、
不
敢
從
義
澄
言
。
於
是
乎
有
小
坪

之
戰
矣
。
有
衣
笠
之
圍
矣
。
而
大
介
遂
死
敵
手
矣
。
俠
勇
之
敗
事
如
此
。
然
而
義
盛
以
此
俠
勇
、
取
媚
于
源
大
將
、
任
于
侍
所
别

之
職
。

時
同
僚
、

皆
立
其
下
風
、
何
也
。
蓋
源
氏
唱
義
之
初
、
八
州
之
將
士
、
多
持
模
稜
之
手
。
況
於
源
將
敗
軍
狼
狽
之
際
乎
。
義
盛
獨
左
袒
源
氏
、
大
奮
臂
于
小
坪

于
衣
笠
、
使
首
巤
于
赤
白
二
幟
閒
者
、
皆
刮
目
焉
。
是
其
所
以
取
媚
于
源
大
將
也
。
其
弟
義
茂
、
筋
骨
未
堅
、
而
擊
三
力
士
。
亦
其
俠
勇
之
氣
、
加

之
以
銳
敏
之
才
、
非
偶
有
天
幸
而
然
也
。
都
築
太
郞
、
力
兼
數
十
人
。
其
於
角
力
戲
也
、
八
州
無
敵
。
其
弟
其
子
、
亦
皆
以
多
力
稱
。
而
其
質
遲
鈍
、

無
斡
旋
之
才
、
所
以
招
死
也
。
要
之
和
田
兄
弟
、
資
性
皆
類
于
祖
父
大
介
矣
、
大
介
大
稱
揚
二
孫
之
俠
勇
而
自
甘
心
于
獨
死
敵
手
矣
。
則
其
祖
孫
同

志
可
見
焉
。
詩
云
、
惟
其
有
之
、
是
以
似
之
。」

（
13
） 

た
だ
し
、「
智
謀
」
の
語
は
、『
盛
長
私
記
』
の
中
で
ほ
か
に
も
「
義
經
の
智
謀
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
に
限
っ
た
使
わ
れ
方
で
は
な
い
。

（
14
） 

『
三
餘
集
』
は
收
め
ら
れ
た
作
品
の
內
容
か
ら
、
各
卷
の
成
立
年
代
を
槪
ね
推
測
で
き
る
。「
紀
事
」
は
『
三
餘
集
』
卷
四
に
あ
る
が
、
卷
四
は
天
保
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十
（
一
八
三
九
）
年
か
ら
十
二
（
一
八
四
一
）
年
ま
で
の
作
を
收
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

［
附
記
］　
調
査
に
あ
た
っ
て
柏
﨑
市
立
圖
書
館
に
大
變
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
御
禮
申
し
上
げ
ま
す
。


