
「義の武将」
では

なかった─！
怒り、苦しみ、喜び、そして時に嘲

あざ

笑
わら

う……
戦国大名・上杉謙信の実像に迫る。

謙信は、

今
福
匡

上
杉
謙
信

　「
義
の
武
将
」
の
激
情
と
苦
悩
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は
じ
め
に

　
上
杉
謙
信
ゆ
か
り
の
寺
の
山
門
に
「
第
一
義
」
と
い
う
扁へ

ん

額が
く

が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、「
義
の
武
将
」
謙
信
を
題

材
に
し
た
テ
レ
ビ
番
組
が
放
送
さ
れ
た
際
、
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
図
版
が
豊
富
な

M
O
O
K
や
歴
史
雑
誌
の
特
集
な
ど
で
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
い
か
に
も
「
義
の
武
将
」
謙
信
を

象
徴
す
る
か
た
ち
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
あ
の
「
第
一
義
」
は
中
国
の
仏
教
書
『
碧へ

き

巌が
ん

録ろ
く

』
に
出
て
く

る
梁
の
武
帝
（
蕭し

ょ
う

衍え
ん

）
と
達
磨
大
師
の
問
答
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。

武
帝
「
如い

か何
な
る
か
是そ

れ
聖し

ょ
う

諦た
い

第
一
義
（
仏
の
根
本
真
理
と
は
？
）」

達
磨
「
廓か

く

然ね
ん

無む

聖し
ょ
う（

か
ら
り
と
し
た
虚
空
の
よ
う
に
聖
性
も
何
も
な
い
）」

武
帝
「
朕ち

ん

に
対
す
る
者
は
誰た

ぞ
（
皇
帝
で
あ
る
私
に
そ
の
よ
う
な
口
を
き
く
あ
な
た
は
一
体
誰
で
す
か
）」

達
磨
「
不ふ

識し
き

（
誰
で
あ
る
か
知
ら
ぬ
）」
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つ
ま
り
、
仏
教
的
な
「
義
」
と
は
、
仏
の
教
え
の
究
極
の
真
理
で
あ
る
。
一
方
、
今
日
的
な
「
義
」
は
「
利

欲
に
と
ら
わ
れ
ず
、
な
す
べ
き
こ
と
を
す
る
こ
と
」
と
い
う
、
儒
教
的
意
味
合
い
が
強
い
。
あ
の
「
第
一
義
」

と
は
謙
信
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
な
ど
で
は
な
く
、（
こ
こ
は
）
仏
教
の
根
本
真
理
を
学
ぶ
場
所
で
す
と
い
っ
た
意
味
合
い

で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
謙
信
の
イ
メ
ー
ジ
の
過
半
は
、
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
越
後
流
軍
学
の
影
響
で
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
て
い

る
。
越
後
流
軍
学
は
、
謙
信
を
流
祖
（
も
ち
ろ
ん
虚
構
）
に
い
た
だ
く
軍
学
の
一
派
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
が
武
田
信

玄
の
軍
法
を
取
り
入
れ
、
甲
州
流
軍
学
を
採
用
し
た
こ
と
に
対
抗
し
て
、
紀
州
徳
川
家
が
積
極
的
に
越
後
流
軍

学
の
成
立
に
寄
与
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
軍
学
を
可
視
化
し
、
伝
播
・
普
及
の
一
助
と
な
っ
た
の
が
「
川

中
島
合
戦
図
屛
風
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
屛
風
に
描
か
れ
た
謙
信
・
信
玄
一
騎
打
ち
の
構
図
が
錦
絵
や
絵

馬
の
題
材
と
さ
れ
、
庶
民
レ
ベ
ル
に
ま
で
普
及
し
た
。

　
謙
信
と
言
え
ば
、
白
練
衣
の
頭
巾
姿
で
白
馬
に
跨
が
り
、
武
田
軍
本
陣
へ
単
騎
斬
り
込
む
姿
が
ま
ず
想
起
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
越
後
流
や
甲
州
流
軍
学
の
所
産
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
実
際
に
は
、
謙
信
が
剃
髪
し
た
の
は
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
の
真
言
密
教
の
儀
式
で
あ
る
「
伝で

ん

法ぼ
う

灌か
ん

頂じ
ょ
う」

に
臨
ん
だ
時
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
信
州
川
中
島
で
信
玄
と
太
刀
打
ち
に
及
ぶ
僧
形
の
謙
信
像
は

後
世
の
付ふ

会か
い

に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
謙
信
は
領
土
欲
を
持
た
ず
、「
義
」
の
戦
い
を
展
開
し
た
と
い
う
清
廉
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
こ
の
淵

源
な
ど
も
、
た
と
え
ば
幕
末
の
館た

て

林ば
や
し

藩
士
岡お

か

谷や

繁し
げ

實ざ
ね

が
著
し
た
『
名
将
言
行
録
』
に
は
「
輝
虎
（
謙
信
）
無
道

の
世
に
生
ま
れ
、
義
を
先
に
し
得
を
後
に
し
、
そ
の
節
を
立
て
誼
を
行
う
。
晴
信
（
信
玄
）
と
日
を
同
じ
う
し
て

語
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
岡
谷
は
、
甲
越
（
信
玄
と
謙
信
）
と
並
び
称
す
る
の
は
、
も
っ

ぱ
ら
戦
場
に
お
け
る
力
量
が
互
角
で
あ
る
こ
と
だ
け
に
目
を
向
け
て
い
る
せ
い
だ
と
断
じ
て
い
る
。
か
な
り
の

謙
信
贔
屓
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
戦
国
最
強
」「
義
の
武
将
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
実
は
「
越
後
流
軍
学
」
や
近
世
・
近
代

に
成
立
し
た
武
将
の
逸
話
集
な
ど
の
「
テ
ン
プ
レ
ー
ト
」
で
型
ど
っ
た
も
の
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
で
、
人
口
に
膾か

い

炙し
ゃ

し
た
か
っ
こ
い
い
謙
信
像
に
な
る
か
ら
、
お
手
軽
な
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
上
杉
謙
信
の
実
像
を
語
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今
、
私
た
ち
が
耳

に
す
る
「
義
の
武
将
」
像
は
、
江
戸
・
明
治
時
代
に
発
生
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
焼
き
直
し
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　
で
は
、
謙
信
の
実
像
に
ど
う
す
れ
ば
迫
れ
る
の
か
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
謙
信
の
書
状
や
寺
社
に
捧
げ
た
願が

ん

文も
ん

を
手
が
か
り
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。

　
謙
信
の
願
文
に
は
、
た
し
か
に
「
何
れ
の
国
に
も
料
所
一
所
も
得
ず
」「
依え

怙こ

に
よ
っ
て
弓
矢
は
と
ら
な
い
」

「
筋す

じ

目め

を
も
っ
て
何い

ず
か
た方

へ
も
合
力
す
る
」「
義
を
も
っ
て
不
義
を
誅
す
」
と
い
っ
た
文
言
が
見
ら
れ
、「
義
の
武
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将
」
謙
信
の
清
廉
な
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
一
役
買
っ
て
い
る
。

　
だ
が
、
そ
れ
は
願
文
の
都
合
の
よ
い
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
て
「
テ
ン
プ
レ
ー
ト
」
に
押
し
込
め
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
義
に
篤
い
謙
信
の
こ
と
だ
か
ら
、
願
文
に
「
料
所
一
所
も
得
ず
」
と
あ
る
の
を
根
拠
に
領
土
欲
が

な
か
っ
た
と
し
て
お
け
ば
、
た
び
重
な
る
外
征
で
領
土
が
増
え
て
い
な
い
理
由
を
説
明
し
や
す
い
の
だ
。

　
国
主
で
あ
り
関
東
管
領
と
い
う
立
場
上
、
無
欲
か
つ
義
に
篤
い
生
き
方
を
貫
く
こ
と
な
ど
非
常
に
困
難
で
あ

る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
謙
信
に
期
待
さ
れ
る
も
の
は
、
ま
ず
領
国
支
配
の
安
定
と
、
調
停
者
と
し
て

の
公
権
力
、
従
属
国
衆
に
保
護
を
加
え
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　
一
方
で
、　
謙
信
が
奉
じ
る
「
義
」
は
、
立
場
を
か
え
れ
ば
悪
と
も
な
る
。
た
と
え
ば
、
管
領
で
あ
る
謙
信
が

補
佐
す
る
べ
き
古
河
公
方
足あ

し

利か
が

義よ
し

氏う
じ

は
、
謙
信
と
そ
の
軍
勢
を
「
越
国
の
凶
徒
」
と
呼
ぶ
。
同
盟
を
結
ん
だ
大

名
た
ち
は
「
な
ぜ
謙
信
は
約
束
を
履
行
し
な
い
ん
だ
！？
」
と
困
惑
す
る
。
謙
信
の
敵
対
勢
力
、
同
盟
者
が
謙
信

を
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
視
点
も
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
歴
史
雑
誌
の
特
集
や
創
作
を
含
む
世
に
流
布
し
て
い
る
謙
信
本
に
対
し
て
も
う
ひ
と
つ
不
満
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
九
月
、
信
州
川
中
島
に
お
け
る
宿
敵
武
田
信
玄
と
の
激
闘
を
、
謙
信
の
生
涯
の
ピ

ー
ク
に
持
っ
て
く
る
傾
向
が
あ
る
点
で
あ
る
。
当
時
、
謙
信
は
三
十
二
歳
。
元
服
時
か
ら
起
算
す
れ
ば
、
そ
の

活
動
時
期
の
ち
ょ
う
ど
中
間
地
点
に
さ
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
従
来
、
軽
視
さ
れ
が
ち
な
後
半
生
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に
も
し
っ
か
り
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
。

　
謙
信
は
関
東
、
信
濃
、
越
中
と
い
う
三
方
面
へ
何
度
も
出
兵
し
て
い
る
。
既
存
の
謙
信
本
で
は
読
者
へ
の
配

慮
で
あ
ろ
う
か
、
エ
リ
ア
ご
と
に
ま
と
め
て
解
説
し
て
あ
る
こ
と
が
多
い
。

　
し
か
し
、
読
者
に
負
担
を
強
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ほ
ぼ
時
系
列
ど
お
り
に
叙
述
す
る
こ
と
に
し
た
。
謙

信
が
三
方
面
作
戦
（
時
に
上
洛
し
た
り
家
出
を
し
た
り
）
を
と
り
な
が
ら
、
大
崩
れ
を
し
な
い
と
こ
ろ
は
、
大
し
た
も

の
だ
と
感
じ
て
い
る
。
異
な
っ
た
三
方
面
へ
の
軍
事
行
動
の
背
景
に
は
、
政
治
・
軍
事
上
の
密
接
な
関
連
性
が

あ
る
し
、
ま
た
、
当
の
謙
信
は
「
滅
亡
す
る
か
も
」
と
弱
音
を
吐
い
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
ち
ょ
っ
と
胃
が

き
り
き
り
痛
み
そ
う
な
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
状
況
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
だ
。

　
な
お
、
上
杉
謙
信
は
長
尾
か
ら
上
杉
に
改
姓
し
、
生
涯
、
何
度
か
改
名
も
し
て
い
る
。
謙
信
に
関
す
る
本
は

煩は
ん

瑣さ

を
避
け
、
特
定
の
呼
称
（
ほ
と
ん
ど
は
「
上
杉
謙
信
」）
に
統
一
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
史
料
か
ら

の
引
用
を
除
い
て
、
本
書
で
は
あ
え
て
時
系
列
に
沿
っ
た
名
前
で
表
記
し
て
い
く
。
つ
い
で
に
言
っ
て
お
く
と
、

当
時
の
情
報
伝
達
に
は
現
代
以
上
に
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
。
各
地
の
記
録
に
は
古
い
前
の
名
前
で
出
て
く
る
こ

と
も
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
武
田
信
玄
は
謙
信
の
こ
と
を
「
上
杉
」
と
は
呼
ば
な
い
。
当
の
謙
信
が
以
前
の
名
前

を
再
使
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　
各
章
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、
主
に
そ
の
時
期
に
使
用
し
た
名
乗
り
を
冠
し
て
み
た
。
こ
れ
が
あ
る
意
味
、
謙
信
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の
生
涯
の
画
期
と
思
っ
て
も
ら
っ
て
も
い
い
。
た
だ
し
、
時
系
列
と
は
関
係
な
く
当
該
人
物
を
呼
称
す
る
場
合

に
は
、「
上
杉
謙
信
」「
謙
信
」
と
す
る
。

※
引
用
史
料
中
、
主
要
な
も
の
は
略
称
で
示
し
た
。

『
新
潟
県
史
』
資
料
編
3
〜
5
　
↓
「
新
潟
」
＋
文
書
番
号

『
越
佐
史
料
』　
↓
「
越
佐
」
＋
巻
数
＋
頁
数

『
上
越
市
史
』
資
料
編
３
古
代
・
中
世
　
↓
「
上
越
古
代
中
世
」
＋
文
書
番
号

『
上
越
市
史
』
別
編
１
上
杉
氏
文
書
集
一
　
↓
「
上
越
」
＋
文
書
番
号

『
村
上
市
史
』
資
料
編
１
古
代
中
世
編
　
↓
「
村
上
」
＋
文
書
番
号

『
群
馬
県
史
』
資
料
編
7
中
世
3
編
年
史
料
2
　
↓
「
群
馬
」
＋
文
書
番
号

『
山
梨
県
史
』
資
料
編
４
中
世
１
県
内
文
書
　
↓
「
山
梨
県
内
」
＋
文
書
番
号

『
山
梨
県
史
』
資
料
編
５
中
世
２
上
県
外
文
書
　
↓
「
山
梨
県
外
」
＋
文
書
番
号

『
戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編
　
↓
「
戦
北
」
＋
文
書
番
号
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越
後
国
を
俯
瞰
す
る

　
越
後
国
は
海
岸
線
が
長
い
。
海
か
ら
陸
に
向
か
う
風
に
よ
っ
て
吹
き
寄
せ
ら
れ
た
砂
が
堆
積
し
、
や
が
て
そ

の
内
側
に
海
水
を
と
じ
こ
め
、
湖
が
誕
生
す
る
。
こ
れ
が
「
潟か

た

」
で
あ
る
。
海
か
ら
流
入
す
る
砂
の
量
が
さ
ら

に
増
す
と
、
海
か
ら
隔
て
ら
れ
た
内
湖
と
な
り
、
や
が
て
湿
地
と
化
し
て
い
く
。
新
潟
県
は
今
で
こ
そ
米
ど
こ

ろ
と
言
わ
れ
る
が
、
近
代
以
前
に
は
湿
地
帯
が
ひ
ろ
が
り
、
稲
作
に
は
適
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
越
後
の
風
土
・
歴
史
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
が
、
信
濃
川
、
阿あ

賀が

野の

川
の
二
大
河
川
で
あ
る
。
広

大
な
越
後
平
野
は
こ
う
し
た
大
河
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
土
砂
が
堆
積
し
て
形
成
さ
れ
た
（
沖ち

ゅ
う

積せ
き

平
野
）。

　
信
濃
川
は
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
最
長
河
川
で
あ
る
。
山
梨
県
・
東
京
都
・
長
野
県
の
境
に
位
置
す
る
甲こ

武ぶ

信し

岳だ
け

を
水
源
と
し
、
長
野
県
内
で
は
千ち

く

曲ま

川
と
呼
ば
れ
る
。
後
に
上
杉
謙
信
が
甲
斐
の
武
田
信
玄
と
対
峙
す
る

こ
と
に
な
る
川
中
島
（
長
野
市
）
で
犀さ

い

川が
わ

と
合
流
し
、
や
が
て
新
潟
県
に
至
っ
て
信
濃
川
と
名
を
変
え
、
新
潟
市

を
河
口
と
し
て
日
本
海
に
達
す
る
。
こ
の
流
域
以
西
が
上
杉
謙
信
を
輩
出
す
る
府
中
長
尾
氏
の
勢
力
が
直
接
及

ぶ
範
囲
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
信
濃
川
東
岸
に
あ
た
る
魚
沼
地
方
に
は
、
姻
戚
関
係
に
あ
る
上
田
長
尾
氏
が
、

さ
ら
に
下
流
域
に
は
古こ

志し

（
蔵ざ

王お
う

堂ど
う

・
栖す

吉よ
し

）
長
尾
氏
が
あ
っ
た
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
阿
賀
野
川
は
、
群
馬
県
・
福
島
県
に
源
流
が
あ
り
、
会
津
で
は
阿
賀
川
、
新
潟
県
内
に
入
っ

て
阿
賀
野
川
と
な
る
。
こ
の
流
域
の
以
北
に
蟠ば

ん

踞き
ょ

す
る
国
衆
た
ち
を
、「
揚あ

が

北き
た

衆し
ゅ
う」

と
呼
ぶ
。
そ
の
起
源
は
鎌
倉
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時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
守
護
上
杉
氏
、
守
護
代
長
尾
氏
の
越
後
入
部
よ
り
も
早
か
っ
た
。
府
中
政
権
と
は

是
々
非
々
で
対
峙
し
、
越
後
国
中
に
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
上
杉
謙
信
が
生
き
た
時
代
に
は
、
こ
の
二
大
河
川
は
広
大
な
河
口
、
と
い
う
よ
り
も
海
と
つ
な
が

っ
た
巨
大
な
湖
を
共
有
し
、
新に

い

潟が
た

津の
つ

、
沼ぬ

っ

垂た
り

津の
つ

、
蒲か

ん

原ば
ら

津の
つ

と
い
う
三
つ
の
湊
を
有
す
る
流
通
の
要
衝
と
も
な
っ

て
い
た
。
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
十
月
二
十
二
日
付
で
、
上
杉
謙
信
は
家
臣
栗く

り

林ば
や
し

政ま
さ

頼の
り

に
対
し
「
三
ヶ
津
」

へ
兵
力
を
集
め
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

　
越
後
国
は
、
西
か
ら
府
中
政
権
の
中
心
で
あ
る
頸く

び

城き

、
魚
沼
、
古
志
、
刈か

り

羽わ

、
山
東
、
蒲
原
、
岩
船
（
瀬せ

波な
み

）

の
七
郡
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
山
東
郡
（
後
の
三
島
郡
）
の
別
称
で
あ
る
西
古
志
郡
も
使
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
郡

名
は
高
野
山
清
浄
心
院
に
伝
わ
る
「
越
後
過
去
名
簿
」
で
確
認
で
き
る
。
越
後
七
郡
は
ほ
ぼ
現
在
の
新
潟
県
に

該
当
す
る
が
、
現
在
の
東
蒲
原
郡
に
相
当
す
る
地
域
（
小
川
庄
）
は
、
平
安
時
代
よ
り
会
津
領
に
属
し
て
お
り
、

戦
国
期
に
も
会
津
葦あ

し

名な

氏
が
領
し
て
い
た
。

　
現
在
の
新
潟
県
は
県
庁
所
在
地
で
あ
る
新
潟
市
を
中
心
と
し
た
下
越
に
人
口
が
集
中
し
、
つ
い
で
長
岡
を
中

心
と
し
た
中
越
、
上
越
と
な
る
が
、
上
杉
謙
信
が
生
き
た
時
代
は
む
し
ろ
中
心
は
上
越
地
方
で
あ
っ
た
。
府
中

あ
る
い
は
府
内
と
呼
ば
れ
た
地
域
（
上
越
市
）
に
、
春か

す

日が

山や
ま

城じ
ょ
うと

港
湾
都
市
府
内
が
存
在
し
、
政
治
・
経
済
の
中

心
と
な
っ
て
い
た
。
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守
護
所
は
、
現
在
の
Ｊ
Ｒ
直な

お

江え

津つ

駅
か
ら
南
側
一
帯
に
あ
っ
た
「
伝
至し

徳と
く

寺じ

跡
」
に
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
一
辺
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
堀
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
た
（『
上
越
市
史
』
通
史
編
２
）。
日
本
海
で
も
有
数
の
湊
で

あ
る
直
江
津
を
後
背
に
控
え
る
。
直
江
津
と
前
述
し
た
三
ヶ
津
（
新
潟
津
、
沼
垂
津
、
蒲
原
津
）
な
ど
の
湊
に
よ
っ
て
、

海
路
、
東
は
出
羽
、
西
は
畿
内
近
国
（
敦
賀
な
ど
）、
出
雲
な
ど
と
結
ば
れ
る
。

　
一
方
、
春
日
山
城
は
守
護
所
を
有
す
る
府
内
か
ら
南
西
に
お
よ
そ
五
キ
ロ
隔
た
っ
た
山
際
に
位
置
す
る
。
永

正
十
年
（
一
五
一
三
）
十
月
二
十
三
日
付
の
長
尾
為た

め

景か
げ

書
状
に
「
上
様
（
上
杉
定さ

だ

実ざ
ね

）
春
日
山
御
登
城
候
」（「
上
越
古
代

中
世
」
六
四
九
・
六
五
〇
）
と
あ
る
の
が
史
料
上
の
初
見
と
さ
れ
る
。
標
高
百
八
十
メ
ー
ト
ル
、
二
・
五
キ
ロ
四
方
に

及
ぶ
広
大
な
山
城
で
あ
る
。「
春
日
山
」
は
、
奈
良
春
日
大
社
か
ら
勧
請
し
た
春
日
神
社
に
由
来
す
る
。
そ
の
門

前
町
が
発
祥
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
意
識
と
し
て
「
府
内
」、「
春
日
」
は
明
確
に
区
分
さ
れ

て
い
る
（「
上
越
」
二
九
一
）。

　
そ
う
し
て
、
こ
の
越
後
国
は
佐
渡
と
は
海
を
は
さ
ん
で
境
を
接
し
、
西
か
ら
越
中
、
信
濃
、
上
野
、
陸
奥
、

出
羽
と
隣
接
し
て
い
た
が
、
そ
の
国
境
は
い
ず
れ
も
巍ぎ

々ぎ

た
る
山
脈
に
よ
っ
て
隔
た
っ
て
い
た
。
上
杉
謙
信
の

対
外
出
兵
は
「
越
山
」
が
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
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越
後
上
杉
氏
と
守
護
代
長
尾
氏

　
長
尾
氏
は
坂ば

ん

東ど
う

八は
ち

平へ
い

氏し

の
一
で
、
鎌
倉
氏
の
一
流
と
さ
れ
る
。
相
模
国
鎌
倉
郡
長
尾
庄
（
横
浜
市
栄
区
長
尾
台
町
）

が
名
字
の
地
と
さ
れ
、
鎌
倉
幕
府
成
立
後
は
、
有
力
御
家
人
三
浦
氏
の
配
下
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
三
浦
氏
が

執
権
北
条
氏
に
よ
っ
て
族
滅
さ
れ
（
宝ほ

う

治じ

合か
っ

戦せ
ん

）、
長
尾
一
族
も
ほ
と
ん
ど
が
討
た
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
鎌
倉
幕
府
は
源
氏
三
代
が
絶
え
た
後
、
京
都
か
ら
公
卿
、
後
に
は
皇
族
を
迎
え
て
将
軍
と
し
て
擁
立
し
て
い

た
。
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
四
月
、
鎌
倉
に
下
向
し
、
六
月
に
宣せ

ん

下げ

を
受
け
た
第
六
代
将
軍
宗む

ね

尊た
か

親
王
（
後
嵯
峨

天
皇
第
一
皇
子
）
は
、
初
の
親
王
将
軍
で
あ
る
。
こ
の
時
、
親
王
に
従
っ
て
鎌
倉
に
下
向
し
た
人
々
の
中
に
、
上
杉

重し
げ

房ふ
さ

（
藤
原
清
房
次
男
）
が
い
た
。
重
房
の
家
系
は
勧
修
寺
氏
の
一
流
で
あ
る
が
、
丹
波
国
何い

か
る
が鹿

郡
上
杉
庄
（
京
都
府

綾
部
市
上
杉
町
）
を
領
し
て
い
た
た
め
、
土
地
の
名
前
を
取
っ
て
上
杉
氏
を
称
し
た
。

　
先
の
宝
治
合
戦
を
辛
く
も
生
き
残
っ
た
長
尾
氏
は
、
宗
尊
親
王
に
従
っ
て
関
東
へ
入
っ
た
上
杉
氏
に
仕
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
南
北
朝
時
代
に
入
る
と
、
足
利
氏
の
興
隆
と
と
も
に
上
杉
氏
は
関
東
執
事
（
後
の
関
東
管
領
）
と
し
て
活
動
し
、

そ
の
被
官
と
な
っ
て
い
た
長
尾
氏
も
関
東
に
族
葉
を
増
や
し
て
い
た
。
そ
の
一
流
で
あ
る
長
尾
弾
正
左
衛
門
尉

が
「
越
州
初
祖
」
と
さ
れ
、
以
後
、
守
護
代
と
し
て
越
後
の
支
配
を
担
っ
た
（「
越
後
長
尾
之
次
第
」）。

　
足
利
尊た

か

氏う
じ

・
直た

だ

義よ
し

兄
弟
の
対
立
に
よ
る
内な

い

訌こ
う

（
観か

ん

応の
う

の
擾じ

ょ
う

乱ら
ん

）
を
経
て
、
紆
余
曲
折
の
末
、
上
杉
憲の

り

顕あ
き

の
子
憲の

り
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栄よ
し

以
降
、
越
後
守
護
上
杉
氏
が
成
立
す
る
。

　
長
尾
氏
と
越
後
と
の
縁
が
生
じ
た
の
も
こ
の
前
後
で
あ
る
。
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
五
月
十
九
日
、
足
利
直

義
が
、
上
杉
憲
顕
に
対
し
、「
越
後
の
敵
方
が
蜂
起
し
た
。
守
護
代
と
と
も
に
す
ぐ
に
鎮
圧
に
迎
え
」（「
新
潟
」
六

〇
五
）
と
命
じ
て
い
る
の
が
、
上
杉
と
越
後
の
関
わ
り
の
最
初
と
言
え
る
。

　
越
後
に
お
い
て
、
最
初
に
活
動
が
う
か
が
え
る
長
尾
一
族
は
、
左
衛
門
尉
景か

げ

忠た
だ

で
あ
る
。「
上
杉
系
図
大
概
」

に
よ
れ
ば
、
関
東
長
尾
左
衛
門
尉
先
祖
と
さ
れ
る
。
景
忠
が
上
州
へ
戻
っ
た
後
、
弟
の
弾
正
左
衛
門
尉
が
入
国

す
る
。
彼
の
系
統
か
ら
府
中
・
上
田
・
古
志
な
ど
の
長
尾
一
族
が
派
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

書
状
に
あ
ら
わ
れ
る
長
尾
氏
歴
代

　
上
杉
謙
信
自
身
が
長
慶
寺
天て

ん

室し
つ

光こ
う

育い
く

宛
書
状
の
中
で
、
自
ら
の
祖
先
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
（「
上

越
」
一
三
四
）。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

「
自
分
の
先
祖
魯ろ

山ざ
ん

（
長
尾
高た

か

景か
げ

）
は
、
当
時
無
双
の
勇
将
で
、
震し

ん

旦た
ん

（
中
国
の
古
称
）
ま
で
名
が
響
い
て
い
ま
し
た
。

絶ぜ
っ

海か
い

和
尚
が
入
唐
し
た
際
、
そ
の
武
功
を
問
わ
れ
、
魯
山
の
肖
像
を
所
望
さ
れ
た
ほ
ど
で
す
。
ま
た
、
結ゆ

う

城き

合か
っ

戦せ
ん

の
折
に
は
、
因
幡
守
（
実さ

ね

景か
げ

）
が
免
許
さ
れ
た
赤
漆
の
御
輿
で
出
陣
し
、
彼
の
要
害
を
攻
め
落
と
さ
れ
、
綸り

ん

旨じ
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な
ら
び
に
御
内
書
を
頂
戴
し
、
今
に
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
通
窓
（
頼よ

り

景か
げ

）、
実
渓
（
重し

げ

景か
げ

）
も
関
東
に
出
陣
し
、

所
々
に
お
い
て
軍
功
を
あ
げ
ま
し
た
。
わ
が
祖
父
正
統
（
能よ

し

景か
げ

）
も
越
山
し
、
そ
の
武
威
は
天
下
を
震
わ
せ
る
誉

れ
と
も
な
り
ま
し
た
。
わ
が
父
道
七
（
為た

め

景か
げ

）
も
若
い
頃
に
は
正
統
に
し
た
が
っ
て
関
東
へ
出
陣
し
、
信
州
・
越

中
・
当
国
に
お
い
て
も
戦
功
を
あ
げ
、
在
世
中
は
百
余
戦
に
お
よ
び
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
恐
れ
入
る
ほ
か
な
く
、

つ
い
で
を
も
っ
て
書
き
つ
け
て
お
く
も
の
で
す
」

　
歴
代
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
高
景
、
実
景
、
頼
景
、
重
景
、
能
景
、
為
景
の
六
人
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。

高
景
は
「
越
州
初
祖
」
弾
正
左
衛
門
尉
の
三
男
と
い
わ
れ
る
。
因
幡
守
実
景
は
そ
の
孫
で
父
邦
景
と
も
ど
も
室

町
期
に
お
け
る
絶
頂
期
を
現
出
し
た
。
歴
代
の
越
後
守
護
上
杉
氏
は
基
本
的
に
在
京
し
て
お
り
、
国
内
政
治
は

守
護
代
長
尾
氏
が
担
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
父
子
は
京
都
よ
り
帰
国
し
た
守
護
上
杉
房ふ

さ

定さ
だ

に
よ
っ
て
処
断
さ
れ

る
。
邦く

に

景か
げ

・
実
景
父
子
に
代
わ
っ
て
、
高
景
の
三
男
定さ

だ

景か
げ

の
系
統
で
あ
る
頼
景
が
そ
の
地
位
を
継
承
し
、
以
後
、

重
景
、
能
景
、
為
景
と
代
を
経
て
き
た
。

　「
在
国
す
る
守
護
」
上
杉
房
定
の
治
世
の
下
、
越
後
府
中
は
文
化
的
に
も
最
盛
期
を
迎
え
る
。
管
領
細
川
政ま

さ

元も
と

、
公
家
の
冷れ

い

泉ぜ
い

為た
め

広ひ
ろ

、
連
歌
師
宗そ

う

祇ぎ

ら
が
訪
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。

　
房
定
の
実
家
は
上
条
上
杉
家
で
あ
る
。
同
家
は
、
越
後
守
護
家
な
ら
び
に
関
東
山
内
上
杉
家
へ
し
ば
し
ば
養
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子
を
送
り
込
み
、
関
東
と
越
後
の
関
係
は
緊
密
さ
を
増
し
た
。

　
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
九
月
十
九
日
、
長
尾
能
景
は
越
中
一
向
一
揆
と
の
戦
い
で
討
死
、
跡
を
継
い
だ
為
景

は
守
護
上
杉
房ふ

さ

能よ
し

（
房
定
三
男
）
と
軋
轢
を
生
じ
、
こ
れ
を
自
害
せ
し
め
る
。

　
守
護
上
杉
房
能
を
殺
し
た
為
景
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
自
ら
守
護
と
な
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
新
た
に

上
条
上
杉
氏
出
身
の
兵
庫
頭
定
実
を
守
護
と
し
て
推
戴
し
た
。

　
こ
の
時
、
関
東
管
領
職
に
あ
っ
た
上
杉
顕あ

き

定さ
だ

は
房
能
の
次
兄
で
あ
っ
た
。
顕
定
は
弟
の
仇
を
討
つ
と
い
う
名

目
で
、
越
後
へ
乱
入
し
た
。
為
景
は
一
度
は
敗
れ
て
越
中
へ
逃
亡
す
る
も
の
の
、
傀
儡
の
守
護
上
杉
定
実
を
奉

じ
て
顕
定
を
長な

が

森も
り

原は
ら

の
戦
い
で
敗
死
せ
し
め
た
。

　
し
か
し
、
越
後
国
内
に
は
上
杉
定
実
・
長
尾
為
景
の
府
中
政
権
に
異
を
と
な
え
る
勢
力
が
残
存
し
て
い
た
。

越
後
の
兵
乱
は
断
続
的
に
続
き
、
晴は

る

景か
げ

、
そ
し
て
景か

げ

虎と
ら

（
上
杉
謙
信
）
の
時
代
ま
で
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
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上
杉
謙
信
の
生
い
立
ち

　
近
年
、
長
尾
為
景
の
生
年
が
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
と
判
明
し
た
（「
大
宮
家
文
書
」）。
そ
の
結
果
、
上
杉
謙
信

は
為
景
四
十
五
歳
の
時
の
子
供
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
正
月
二
十
一
日
の
生
ま
れ
と
さ

れ
、
戦
国
武
将
に
は
珍
し
く
誕
生
し
た
日
が
わ
か
っ
て
い
る
。
幼
名
は
虎
千
代
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
寅
年
に
ち

な
ん
で
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
代
の
戦
国
大
名
で
は
武
田
信
玄
は
九
歳
年
上
、
北
条
氏
康
は
十
三

歳
年
上
、
織
田
信
長
は
四
歳
年
下
に
な
る
。

　
生
母
の
素
性
は
今
の
と
こ
ろ
定
説
を
み
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
従
来
は
古
志
（
栖
吉
）
長
尾
房
景
の
女
と
す
る

説
が
有
力
で
あ
っ
た
。
現
在
は
諸
説
あ
っ
て
不
明
と
す
る
見
方
が
多
い
。

　
筆
者
は
「
越
後
長
尾
殿
之
次
第
」
と
い
う
史
料
に
拠
っ
て
、
謙
信
の
母
は
上
田
長
尾
出
身
と
考
え
て
い
る
（
今

福
二
〇
一
七
）。
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
父
は
長
尾
肥
前
守

顕
吉
（
寶
樹
永
珎
大
禅
定
門
）、
母
は
上
条
氏
出
身
の
女
性

（
好
心
贇
公
大
禅
定
尼
）
で
あ
る
。
上
条
氏
は
最
初
、
顕
吉

の
兄
兵
庫
助
憲
長
に
嫁
い
だ
が
、
死
別
し
た
後
に
顕

吉
に
再
嫁
し
た
と
い
う
。

　
長
尾
為
景
に
嫁
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
永
正
か
ら

上杉謙信［輝虎］像
東京大学史料編纂所所蔵模写
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大
永
の
は
じ
め
頃
（
一
五
一
〇
年
代
か
ら
一
五
二
〇
年
代
は
じ
め
頃
）
と
思
わ
れ
る
。
府
中
長
尾
と
上
田
長
尾
が
敵
対
関
係

に
な
る
の
は
、
天
文
二
年
以
降
で
、
こ
の
年
十
月
二
十
四
日
に
為
景
は
、
敵
対
す
る
上
条
定
憲
ら
に
与
し
た
「
同

名
越
前
守
」
を
今
年
中
に
退
治
で
き
る
よ
う
願
文
を
捧
げ
て
い
る
（「
上
越
古
代
中
世
」
七
五
三
・
七
五
四
）。
こ
の
「
越

前
守
」
と
は
、
上
田
長
尾
の
当
主
房ふ

さ

長な
が

の
こ
と
で
、
彼
は
謙
信
生
母
の
異
父
兄
に
あ
た
る
。

『
謙
信
公
御
年
譜
』（
以
下
『
御
年
譜
』）
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
五
月
七
日
条
で
は
、「
管
領
ノ
御
母
堂
御
逝
去
ナ

リ
」
と
あ
り
、
五
十
七
歳
で
没
し
た
と
す
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
先
立
つ
永
禄
六
年
七
月
十
八
日
、
上
杉
謙
信
が
寺
社
に
捧
げ
た
二
点
の
願
文
に
は
「
吾
是

幼
稚
而
後
父
母
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
両
親
と
も
に
謙
信
が
幼
少
期
に
物
故
し
て
い
た
ら
し

い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
高
野
山
清
浄
心
院
所
蔵
「
越
後
過
去
名
簿
」
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
記

事
が
あ
る
。道

七
沙
弥　

府
中
長
尾
ト
ノ
御
菩
提
タ
メ
立
之

　
　
　
　
　

天
文
十
辛
丑
十
二
月
廿
四
日

天
甫
喜
清　

府
中
御
新
造
サ
マ

　
　
　
　
　

天
文
十
二　

五
月
七
日
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
上
杉
謙
信
が
十
二
歳
の
時
に
父
為
景
、
十
四
歳
の
時
に
母
と
そ
れ
ぞ
れ
死
別
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
願
文
の
文
句
「
吾
是
幼
稚
而
後
父
母
」
に
も
合
致
し
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
『
御
年
譜
』
の
「
管
領
ノ
御
母
堂
」
死
没
記
事
は
ど
う
と
ら
え
る
べ
き
か
。
以
下
は
推
測
で
あ
る

が
、
謙
信
は
一
時
、
古
志
長
尾
の
名
跡
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
叔
母
で
あ
る
長
尾
房
景
後
室
（
光
室
妙
智

大
姉
。
天
甫
喜
清
異
母
妹
）
が
義
母
と
な
っ
た
。
こ
の
女
性
が
没
し
た
の
が
永
禄
十
一
年
（
永
禄
八
年
発
給
文
書
あ
り
。「
新

潟
」
四
三
八
八
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
「
越
後
過
去
名
簿
」
が
記
す
天
甫
喜
清
の
命
日
が
混
在
し
て
伝
え
ら
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
謙
信
の
閨け

い

閥ば
つ

に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

　
謙
信
の
兄
弟
姉
妹
と
し
て
従
来
よ
り
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、
晴
景
、
仙せ

ん

洞と
う

院い
ん

（
長
尾
政
景
室
）
で
あ
る
。
晴
景
は

幼
名
道
一
、
通
称
を
弥
六
郎
と
名
乗
り
、
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
二
月
十
日
に
没
し
て
い
る
。
系
図
等
に

は
享
年
四
十
五
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）
の
生
ま
れ
と
な
る
。
享
禄
元
年
（
一

五
二
八
）
生
ま
れ
と
さ
れ
る
仙
洞
院
、
そ
の
弟
と
な
る
謙
信
（
享
禄
三
年
生
）
と
は
十
五
歳
以
上
も
離
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

　
一
方
、
三
条
西
実
隆
の
日
記
『
実
隆
公
記
』
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
六
月
十
日
条
に
「
長
尾
男
子
誕
生
事
賀

之
」
と
あ
る
。
越
後
に
は
三
条
西
家
の
料
所
が
あ
り
、
青あ

お

苧そ

座ざ

の
運
上
と
い
う
利
権
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
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上杉謙信関係系図

弾
正
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衛
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尉
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房
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政

房
能

景
春

（
数
代
略
）

高
景

定
景

邦
景

頼
景

重
景

能
景

為
景

天
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喜
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房
長

政
景

景
虎
（
謙
信
）

晴
景

実
景

定
実

女

関
東
管
僚（
山
内
上
杉
）

朴
峯

頼
房

安
夜
叉
丸

上
条
殿

顕
吉

弾
正
少
弼

仙
洞
院

政
景
室
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越
後
で
は
京
都
雑
掌
神か

な

余ま
り

氏
を
三
条
西
家
に
出
入
り
さ
せ
て
い
た
。
為
景
に
男
子
が
誕
生
し
た
と
い
う
知
ら
せ

は
、
神
余
実さ

ね

綱つ
な

が
も
た
ら
し
た
も
の
で
、
実さ

ね

隆た
か

は
祝
儀
と
し
て
太
刀
を
遣
わ
し
た
。　

　
問
題
は
、
こ
の
大
永
七
年
に
誕
生
し
た
男
子
を
晴
景
に
比
定
す
る
か
否
か
、
で
あ
る
。
し
か
し
、「
越
後
過
去

名
簿
」
や
そ
の
他
の
史
料
に
も
該
当
し
そ
う
な
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
男
子
を
晴
景
と
す
る
と
、
享
年

は
二
十
七
と
な
る
。

　
姉
の
仙
洞
院
は
、
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
二
月
十
五
日
、
米
沢
で
死
去
し
て
い
る
。「
平
姓
長
尾
系
図
」
は

享
禄
元
年
誕
生
と
す
る
が
、
享
年
八
十
六
と
し
て
お
り
誤
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
享
年
八
十
二
と
な
る
。
夫

政
景
と
の
間
に
一
男
二
女
を
も
う
け
た
。
こ
の
男
子
が
後
の
米
沢
藩
祖
上
杉
景か

げ

勝か
つ

で
あ
る
。

「
越
後
以
来
穴
澤
先
祖
留
書
」
に
は
、「
御
前
様
は
肥
前
様
の
御
外
孫
で
、
政
景
公
に
と
っ
て
い
と
こ
な
り
。
弥

六
郎
殿
様
・
謙
信
公
は
御
前
様
と
御
一
腹
の
御
所
生
な
り
」
と
あ
る
。
肥
前
様
と
は
長
尾
肥
前
守
顕
吉
で
、
御

前
様
は
仙
洞
院
を
指
す
。
こ
こ
で
は
、
晴
景
、
仙
洞
院
、
謙
信
の
三
人
は
同
腹
の
兄
弟
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
越
後
長
尾
殿
之
次
第
」
に
も
天
甫
喜
清
の
項
で
「
先
代
管
領
（
謙
信
）
御
母
儀
　
御
當
代
（
景
勝
）
外
祖
母
」
と

し
て
い
る
。「
実
隆
公
記
」
に
出
る
男
子
を
晴
景
と
す
れ
ば
、
仙
洞
院
、
謙
信
と
も
一
腹
の
所
生
と
見
て
も
不
自

然
で
は
な
い
。

　
最
近
、
高
野
山
清
浄
心
院
に
伝
わ
っ
た
「
越
後
過
去
名
簿
」
の
紹
介
に
よ
っ
て
、
謙
信
に
は
晴
景
と
仙
洞
院
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以
外
に
も
兄
弟
姉
妹
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

　
謙
信
と
の
長
幼
の
順
は
不
明
だ
が
、
道
五
（
玉
嶺
金
公
）、
道
八
（
松
巌
明
貞
）
と
い
う
姉
妹
が
あ
っ
た
。
道
八
は

天
文
九
年
八
月
九
日
、
道
五
は
天
文
十
一
年
閏
三
月
六
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
（「
越
後
過
去
名
簿
」）。

　
従
来
、
上
杉
謙
信
の
母
の
実
家
が
古
志
長
尾
家
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
関
連
書
籍
な
ど
で
は
同
家
と

の
つ
な
が
り
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
上
杉
謙
信
が
栃
尾
城
に
入
っ
た
当
時
、
古
志
長
尾
氏
の
動
向
は
確
認

で
き
な
い
。
一
方
で
、「
越
後
以
来
穴
澤
先
祖
留
書
」
に
は
「
謙
信
公
御
若
年
の
砌み

ぎ
りは

平
三
殿
と
申
し
奉
り
、
古

志
の
栃
尾
に
御
座
候
　
天
文
の
中
頃
御
一
家
な
れ
ば
、
上
田
様
平
三
殿
後
見
の
た
め
に
境
の
石
峠
を
過
ぎ
栃
尾

の
要
害
に
御
在
陣
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
上
田
長
尾
の
当
主
房
長
が
後
見
役
を
果
た
し
て
い
る
。

林
泉
寺
へ
入
る

　
上
杉
謙
信
は
戦
国
大
名
中
で
も
特
に
仏
教
に
傾
倒
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
。
元
服
し
て
景

虎
と
称
す
る
ま
で
の
数
年
の
間
、
仏
門
修
行
に
明
け
暮
れ
、
信
仰
心
に
篤
い
性
向
が
育
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
信
心
深
い
母
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　
虎
千
代
（
謙
信
）
は
七
歳
の
時
に
春
日
山
城
下
の
林
泉
寺
に
預
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
林
泉
寺
は
虎
千
代

の
祖
父
長
尾
能
景
が
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
に
創
建
し
た
曹
洞
宗
寺
院
で
あ
る
。
開
山
に
は
上
野
国
白
井
の
雙
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林
寺
か
ら
曇ど

ん

英え
い

慧え
い

應お
う

を
招
い
た
。
虎
千
代
が
入
山
し
た
当
時
の
住
持
は
七
世
天
室
光
育
で
あ
る
。

　
こ
の
間
、
長
尾
為
景
は
嫡
男
晴
景
に
家
督
を
譲
っ
て
隠
居
し
た
。
近
年
、
前
嶋
敏
氏
に
よ
っ
て
、
晴
景
の
家

督
相
続
の
時
期
を
天
文
九
年
八
月
と
す
る
考
え
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
前
嶋
二
〇
一
五
）。
為
景
は
い
ず
れ
か
へ
出

陣
中
に
「
子
細
」
が
あ
っ
て
、
春
日
山
へ
帰
城
し
た
こ
と
が
上
杉
定
実
か
ら
隣
国
の
大
名
伊だ

達て

稙た
ね

宗む
ね

に
知
ら
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
一
ヶ
月
た
ら
ず
の
後
、
為
景
は
晴
景
へ
旗
・
文
書
・
重
代
相
続
し
て
き
た
所
帯
を
譲
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
前
嶋
氏
は
、
実
子
が
な
い
上
杉
定
実
に
縁
続
き
の
隣
国
伊
達
家
か
ら
時
宗
丸
（
稙
宗
三
男
）
を
養
子

と
し
て
迎
え
る
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
為
景
・
晴
景
父
子
が
対
立
し
て
お
り
、
後
者
が
前
者
を
否
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
家
督
交
替
が
な
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
為
景
は
五
十
五
歳
に
な
っ
て
お
り
、
一
年
あ
ま
り
後
に
は
没
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
ら
家
督
を
譲

っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
天
文
十
年
十
二
月
二
十
四
日
、
長
尾
為
景
が
没
し
た
。
享
年
五
十
六
。
春
日
山
城
下
の
林
泉
寺
に
葬
ら
れ
た
。

法
名
は
大
龍
寺
殿
紋
竹
庵
主
譲
恕
道
士
で
あ
る
。

　
後
年
、
上
杉
謙
信
は
父
の
葬
儀
に
つ
い
て
、「
さ
り
な
が
ら
、
道
七
（
為
景
）
死
期
の
刻
、
膝
下
ま
で
凶
徒
働

至
体
に
候
間
、
ま
こ
と
に
甲
冑
を
着
し
葬
送
調
え
候
き
」
と
述
懐
し
て
い
る
（「
上
越
」
一
三
四
）。
敵
対
勢
力
が
間

近
ま
で
迫
っ
て
い
る
中
で
の
葬
送
で
あ
っ
た
。
雪
の
中
、
甲
冑
を
着
て
葬
儀
に
参
列
す
る
少
年
の
姿
は
、
後
の
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上
杉
謙
信
の
生
涯
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
光
景
と
言
え
よ
う
。

景
虎
、
栃
尾
入
城

　
父
長
尾
為
景
の
死
後
、
虎
千
代
は
林
泉
寺
よ
り
城
へ
戻
さ
れ
、
還
俗
さ
せ
ら
れ
た
。
前
後
し
て
元
服
し
、
平

三
景
虎
と
名
乗
っ
た
。
文
書
上
の
初
見
は
、
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
九
月
二
十
日
付
で
、
本
成
寺
（
三
条
市
）
に

出
し
た
寺
領
安
堵
状
で
あ
る
（「
上
越
」
一
）。
こ
れ
以
前
に
守
護
代
で
あ
る
兄
晴
景
の
命
に
よ
っ
て
栃
尾
城
（
長
岡

市
）
へ
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
本
成
寺
は
三
条
の
名
刹
で
、
長
尾
実
景
を
は
じ
め
と
す
る
守
護
代
の
判
物
を
所
持
し
て
い
た
。
景
虎
は
こ
れ

を
神
妙
で
あ
る
と
し
て
、
同
寺
に
対
し
て
、
先
代
（
為
景
）
が
与
え
た
判
形
の
通
り
、「
亡
父
数
ヶ
所
之
寺
領
」
を

末
代
ま
で
安
堵
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
お
そ
ら
く
、
為
景
が
生
前
に
同
寺
に
寄
進
し
て
い
た
寺
領
の
安
堵
を

景
虎
に
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
景
虎
は
十
四
歳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寺
社
関
係
の
文
書
に
つ
い
て
は
、

年
若
い
景
虎
で
あ
っ
て
も
周
囲
の
指
示
で
発
給
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
主
体
性
が
表
に
出
て
い
る
と
は

言
え
な
い
。

　
栃
尾
に
入
っ
た
景
虎
は
周
辺
の
敵
対
勢
力
を
邀よ

う

撃げ
き

し
て
、
初
陣
を
か
ざ
っ
た
と
軍
記
類
な
ど
に
は
記
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
は
、
や
は
り
本
人
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
取
り
上
げ
る
の
が
一
番
で
あ
ろ
う
。
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「
さ
て
又
、
宗
心
（
こ
の
文
書
を
書
い
た
当
時
、
こ
の
よ
う
に
名
乗
っ
て
い
た
）
は
、
父
の
死
後
、
ほ
ど
な
く
古
志
郡
に
下

向
し
た
と
こ
ろ
、
若
年
と
見
て
近
郡
の
者
共
が
方
々
よ
り
当
方
が
拠
る
栃
尾
城
に
対
し
て
砦
を
築
き
、
軍
事
行

動
を
お
こ
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
防
戦
に
あ
た
っ
た
」（「
上
越
」
一
三
四
）

　
近
在
の
諸
勢
力
が
景
虎
が
入
っ
た
栃
尾
城
へ
攻
め
か
け
て
き
た
が
、
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
記
録
に
も

残
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
さ
ほ
ど
大
規
模
な
合
戦
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
に

初
陣
を
迎
え
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
生
涯
七
十
余
度
の
合
戦
に
臨
ん
だ
と
さ
れ
る
上
杉
謙
信
は
、
後
に
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
武
田
信
玄
、

北
条
氏
康
、
そ
の
他
の
戦
国
大
名
た
ち
と
異
な
り
、
父
や
兄
に
同
陣
し
て
戦
場
に
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
い

わ
ば
、
戦
場
馴
れ
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
優
秀
な
近
臣
が
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
天
性
の

も
の
な
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
戦
場
体
験
を
自
ら
積
み
重
ね
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
。

黒
田
秀
忠
の
乱

　
越
後
守
護
上
杉
房
能
が
守
護
代
で
あ
る
長
尾
為
景
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
と
、
そ
の
婿
養
子
で
あ
っ
た
定
実

が
守
護
に
擁
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
定
実
は
、
自
身
を
傀
儡
と
し
て
引
っ
張
り
出
し
た
長
尾
為
景
、
そ
し
て
そ

の
息
子
で
あ
る
晴
景
の
も
と
で
気き

息そ
く

奄え
ん

々え
ん

と
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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そ
し
て
、
隣
国
陸
奥
の
太
守
伊
達
稙
宗
の
子
伊
達
時
宗
丸
を
養
子
に
迎
え
る
計
画
が
頓
挫
し
て
諦
観
の
淵
に

沈ち
ん

淪り
ん

し
た
定
実
（
当
時
、
入
道
玄
清
）
は
、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
四
月
五
日
、
守
護
代
長
尾
晴
景
に
対
し
て
、
起

請
文
を
提
出
し
た
。

「
晴
景
の
こ
と
は
申
す
に
及
ば
ず
、
御
舎
弟
た
ち
も
別
条
は
な
い
。
今
度
、
仏ぶ

っ

詣け
い

と
申
す
の
も
、
近
頃
世
事
に

倦う

み
、
気
力
も
な
く
な
っ
た
。
こ
の
上
は
、
安
閑
と
残
る
余
生
を
過
ご
し
た
い
と
い
う
考
え
あ
る
の
み
で
あ
る
」

（「
上
越
・
古
代
中
世
」
七
七
八
）

　
定
実
起
請
文
中
の
「
御
舎
弟
た
ち
」
が
、
間
接
的
に
長
尾
景
虎
に
ふ
れ
ら
れ
た
最
初
の
事
例
と
な
ろ
う
。
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
景
虎
自
身
の
文
書
上
の
初
出
は
、
翌
年
九
月
二
十
日
付
の
本
成
寺
に
宛
て
た
安
堵
状
で

あ
る
。

　
一
方
、
景
虎
自
身
の
意
思
が
反
映
さ
れ
た
も
っ
と
も
時
期
が
早
い
書
状
は
、
十
月
十
二
日
付
で
村
山
与
七
郎

に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

兄
候
弥
六
郎
兄
弟
之
者
ニ
、
黒
田
慮
外
之
間
、
遂
上
郡
候
、
覃
其
断
候
処
、
桃
井
方
へ
以
御
談
合
、

景
虎
同
意
ニ
可
加
和
泉
守
成
敗
御
刷
、
無
是
非
次
第
候
、
何
様
爰
元
於
本
意
之
上
者
、
晴
景
成
奏
者

成
之
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

37 第 1章　　景 虎 Ⅰ　吾 こ れ 幼 稚 に し て 父 母 に 後 れ……



	
	

	
	

　
　
　

平
三

	

　

十
月
十
二
日　

		
	

　
　

景
虎
（
花
押
）

　
　
　
　
　

村
山
与
七
郎
殿

	

（「
上
越
」
三
）

　
内
容
は
、
黒
田
秀
忠
の
成
敗
に
関
す
る
も
の
で
、『
新
潟
県
史
』
は
天
文
十
五
年
、『
上
越
市
史
』
は
天
文
十

三
年
に
比
定
し
て
い
る
。

　
起
請
文
や
安
堵
状
と
異
な
り
、
書
状
に
は
無
年
号
の
も
の
が
多
い
。
そ
の
場
合
、
内
容
か
ら
推
定
し
た
り
、

花
押
・
印
判
の
使
用
時
期
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
は
前
出
の
自
治
体
史
に
よ
っ

て
見
解
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

　
村
山
与
七
郎
宛
景
虎
書
状
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
本
文
書
の
年
次
比
定
は
、
黒
田
秀
忠
の
乱
の
時
期
に
も
関
わ
っ
て
く
る
が
、
近
年
紹
介
さ
れ
た
「
越
後
過
去

名
簿
」
が
新
た
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
越
後
過
去
名
簿
」
は
、
戦
国
期
の
越
後
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
の
人
々
が
高
野
山
清
浄
心
院
へ
供
養
依
頼

を
し
た
記
録
で
あ
る
。
守
護
上
杉
氏
や
守
護
代
長
尾
氏
、
国
衆
た
ち
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
六
九
二
本
（
七
二
五
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名
）
の
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
天
文
十
六
年
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
黒
田
和
泉
守
と
そ
の
一

族
に
よ
る
供
養
依
頼
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
先
の
景
虎
書
状
の
年
次
は
少
な
く
と
も
天
文
十
六
年
十
月
以
降
と
な
る
。
従
来
、
景
虎
は
十
五
歳

ぐ
ら
い
で
黒
田
秀
忠
の
乱
を
鎮
圧
し
、
越
後
国
中
の
声
望
を
得
て
、
兄
晴
景
に
代
わ
っ
て
国
主
の
座
に
つ
い
た

と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
そ
の
活
動
が
二
年
な
い
し
三
年
程
度
繰
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
軍
書
等
が

伝
え
る
上
杉
謙
信
の
前
半
生
も
見
直
し
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

　
黒
田
秀
忠
は
長
尾
為
景
の
代
か
ら
活
動
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
素
性
は
不
明
で
あ
る
。『
御
年
譜
』
や
軍
書

類
で
は
、
胎
田
常
陸
介
と
い
う
人
物
の
子
で
弟
金
津
伊
豆
守
祐
高
と
も
ど
も
謀
反
を
お
こ
し
た
と
あ
る
。
し
か

し
、
胎
田
に
つ
い
て
は
確
実
な
史
料
で
実
在
を
認
め
が
た
い
。
黒
田
氏
に
つ
い
て
は
長
尾
能
景
に
仕
え
た
黒
田

内
匠
良
忠
な
る
人
物
が
い
た
。
良
忠
は
越
中
で
一
揆
と
戦
い
、
能
景
と
も
ど
も
討
ち
死
に
し
て
い
る
こ
と
が
、

「
本
土
寺
過
去
帳
」
に
出
る
。
秀
忠
が
こ
の
良
忠
と
血
縁
関
係
に
あ
る
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
黒
田
秀
忠
の

乱
に
つ
い
て
は
、
こ
の
村
山
与
七
郎
宛
と
、
小
川
右
衛
門
佐
宛
の
景
虎
書
状
二
点
が
景
虎
自
身
の
言
葉
で
記
さ

れ
た
「
報
告
」
の
体
を
な
し
て
お
り
、
簡
略
な
が
ら
も
乱
の
概
略
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に

拠
っ
て
、
黒
田
秀
忠
の
乱
を
再
構
成
し
て
み
よ
う
。

　
景
虎
は
「
兄
候
弥
六
郎
兄
弟
之
者
ニ
、
黒
田
慮
外
之
間
」
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
、「
上
郡
」
を
遂
げ
た
と
記
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し
て
い
る
。
す
で
に
景
虎
は
栃
尾
城
に
あ
り
、
こ
こ
か
ら
府
中
へ
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
景
虎
は
た
だ
ち
に
黒
田
を
処
断
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
桃
井
に
対
し
て
「
御
談
合
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
主

体
は
景
虎
が
「
御
談
合
」
と
敬
意
を
は
ら
う
相
手
、
守
護
上
杉
定
実
、
あ
る
い
は
兄
晴
景
で
あ
ろ
う
。「
和
泉
守

成
敗
」
に
つ
い
て
は
景
虎
の
同
意
の
も
と
、「
御
刷
」
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
、
小
川
右
衛
門
佐
宛
書
状
は
も
う

少
し
詳
し
く
ふ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
成
敗
を
加
え
る
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
の
身
は
、
異
像
之
体
と
な
っ
て
他
国
へ
移
る
」
と
い
う

事
情
に
よ
っ
て
、
景
虎
は
黒
田
秀
忠
を
助
命
し
た
。
異
像
之
体
と
は
、
剃
髪
法
体
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
が
、
間
も
な
く
黒
田
秀
忠
が
ふ
た
た
び
謀
反
を
お
こ
し
た
。
今
度
は
、
景
虎
は
「
御
屋
形
様
御
意
」

つ
ま
り
上
杉
定
実
の
了
解
を
得
て
、
黒
田
一
類
を
こ
と
ご
と
く
生
害
さ
せ
た
。
黒
田
再
乱
の
折
、
景
虎
が
定
実

の
意
向
を
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
御
談
合
」
の
主
体
は
定
実
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
具
体
的
な
乱
の
時
期
で
あ
る
が
、
景
虎
は
書
状
中
で
前
年
の
秋
に
「
此
口
へ
打
越
」、
黒
田
に
対
す

る
仕
置
を
行
い
、
い
っ
た
ん
赦
免
し
た
。
そ
の
冬
の
う
ち
に
「
当
地
相
移
候
処
」、
ほ
ど
な
く
ふ
た
た
び
謀
反
を

お
こ
し
た
の
で
、
黒
田
一
類
を
粛
清
し
た
と
あ
る
。「
此
口
」
は
栃
尾
か
ら
出
陣
し
た
景
虎
の
立
場
か
ら
す
る

と
、
府
中
で
問
題
は
な
い
。
一
方
、「
当
地
」
に
つ
い
て
は
『
上
越
市
史
』
は
栃
尾
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ま
で

本
拠
地
と
し
て
い
た
栃
尾
に
「
相
移
」
と
い
う
の
は
違
和
感
が
あ
る
。
こ
れ
を
、
春
日
山
へ
移
っ
た
と
こ
ろ
、
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と
と
れ
ば
文
脈
の
上
で
は
、
景
虎
が
上
杉
定
実
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
天
文
十
七
年
十
二
月
晦
日
に
春
日
山
城
へ

移
っ
た
こ
と
を
指
す
。
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
黒
田
秀
忠
が
ふ
た
た
び
謀
反
を
お
こ
し
た
と
あ
る
た
め
、
そ
れ
は

天
文
十
八
年
の
正
月
か
ら
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
こ
と
に
な
る
。

　
黒
田
一
類
の
処
断
の
時
期
は
、
お
そ
ら
く
天
文
十
八
年
二
月
十
二
日
前
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
越
後
過
去
名

簿
」
に
は
、
府
中
黒
田
新
蔵
に
対
す
る
依
頼
者
不
明
の
供
養
記
事
が
あ
り
、
天
文
十
八
年
二
月
十
二
日
の
日
付

が
あ
る
。
秀
忠
の
息
子
か
、
あ
る
い
は
一
族
の
若
者
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
た
だ
、
黒
田
一
族
誅
滅
の
理
由
が
こ
れ
だ
け
で
は
不
明
で
あ
る
。
た
し
か
に
最
初
の
処
置
の
折
、「
異
像
之

体
」
と
な
っ
て
他
国
へ
引
き
退
く
こ
と
が
約
定
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
四
ヶ
月
余
り
も
府
中
周
辺
に
留

ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
景
虎
の
家
督
を
認
め
ず
、
越
後
国
中
に
な
お
も
潜
在
し
て
い
る
反
景

虎
勢
力
と
結
託
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
謀
反
を
お
こ
し
た
黒
田
秀
忠
が
拠
点
と
し
た
の
は
、
黒く

ろ

滝た
き

城じ
ょ
うと

す
る
の
が
こ
れ
ま
で
の
通
説
で

あ
っ
た
。
黒
滝
城
は
、
蒲
原
郡
（
弥
彦
村
）
に
あ
る
山
城
で
あ
る
が
、
黒
田
氏
が
城
主
で
あ
っ
た
と
す
る
史
料
上

の
所
見
は
な
い
。
ま
た
、「
越
後
過
去
名
簿
」
の
供
養
依
頼
で
は
、「
府
中
黒
田
和
泉
守
」「
春
日
山
黒
田
和
泉

守
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
在
所
が
府
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
加
え
て
、
栃
尾
城
に
在
っ
た
景
虎
が
「
遂
上
郡
候
」
と
書
い
て
い
る
点
も
位
置
的
関
係
性
か
ら
、
栃
尾
を
発
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し
て
黒
田
を
成
敗
す
る
た
め
府
中
へ
到
っ
た
と
す
る
ほ
う
が
妥
当
と
考
え
る
。

春
日
山
入
城

　
晴
景
と
景
虎
の
兄
弟
は
、
武
力
衝
突
こ
そ
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
守
護
代
の
晴
景
が
「
病
者
」
ゆ
え
か
、
黒

田
秀
忠
が
政
権
中
枢
で
大
き
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
、
景
虎
や
そ
の
支
援
者
た
ち
は
「
年
来
慮

外
之
刷
連
続
」
と
指
弾
し
て
、
こ
れ
を
討
っ
た
。
本
意
で
は
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
黒
田
専
横
を
許
し
た
晴
景

は
、
政
権
自
体
を
手
放
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
景
虎
は
兄
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
不
届
き
者
を
討
つ
と
い
う
名
目
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
権

簒
奪
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
た
。
さ
ら
に
、
景
虎
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
御
屋
形
様
こ
と
上
杉

定
実
の
御
掟
を
も
っ
て
無
事
を
遂
げ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
定
実
が
存
在
感
を
に
わ
か
に
発
揮
し
た
の
は
、
決
し

て
彼
の
政
治
力
の
せ
い
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
景
虎
を
推
戴
す
る
人
々
に
よ
っ
て
表
舞
台
へ
一
時
的
に
引
っ
張

り
出
さ
れ
、
そ
の
身
に
わ
ず
か
に
ま
と
い
つ
い
て
い
た
守
護
と
い
う
権
威
の
残
滓
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
も
言

え
よ
う
。

　
景
虎
は
天
文
十
七
年
十
二
月
晦
日
に
春
日
山
城
へ
入
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
翌
年
正
月
四
日

付
の
本
庄
実
乃
書
状
に
「
屋
形
様
（
上
杉
定
実
）
御
掟
」
を
も
っ
て
「
御
無
事
相
調
」
と
な
っ
た
こ
と
、
旧
冬
晦
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日
に
「
当
地
鉢
嶺
」
へ
景
虎
が
移
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（「
上
越
」
一
一
）。　
鉢
嶺
（
鉢
ヶ
峰
）
と
は
、
春
日

山
城
の
古
称
で
あ
る
。
定
実
の
仲
介
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
御
無
事
」
と
は
、
兄
晴
景
か
ら
の
家
督
移
譲
で
あ

ろ
う
。
晴
景
は
こ
の
頃
、
病
に
臥
せ
て
い
た
の
か
、
黒
田
秀
忠
の
乱
以
降
、
動
向
が
判
明
し
な
い
。
景
虎
の
書

状
中
に
名
が
出
て
く
る
程
度
で
あ
る
。
定
実
は
六
年
前
に
政
治
の
世
界
に
厭
い
て
引
退
を
決
め
、
起
請
文
ま
で

書
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
書
か
せ
た
晴
景
は
越
後
一
国
の
主
導
権
を
握
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
十
年
後
、

隠
居
の
定
実
は
に
わ
か
に
「
御
屋
形
様
」
の
存
在
感
を
発
揮
し
、
一
方
の
晴
景
は
「
病
者
」
と
し
て
表
舞
台
か

ら
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
、
上
杉
定
実
と
長
尾
晴
景
の
最
期
を
見
届
け
よ
う
。

　
定
実
は
景
虎
の
春
日
山
入
城
を
見
届
け
た
翌
天
文
十
九
年
二
月
二
十
六
日
に
死
去
し
た
。
ち
ょ
う
ど
黒
田
秀

忠
と
そ
の
一
族
が
滅
ぼ
さ
れ
て
か
ら
一
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
定
実
の
死
去
に
よ
っ
て
、
越
後
守
護
上
杉
家
は
断
絶
し
た
。
定
実
の
実
家
で
あ
る
上
条
上
杉
家
に
も
そ
の
後

継
と
な
り
得
る
男
子
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
上
条
上
杉
氏
の
血
脈
を
有
す
る
者
は
な
お
残
っ
て
い
た
。

「
越
後
長
尾
殿
之
次
第
」
に
拠
れ
ば
、
晴
景
、
仙
洞
院
、
景
虎
の
兄
弟
は
定
実
の
実
家
上
条
上
杉
氏
の
血
脈
を

継
い
で
い
る
。
兄
弟
の
母
天
甫
喜
清
の
実
父
は
上
田
長
尾
肥
前
守
顕
吉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
母
は
「
上
条
殿
」

（
好
心
贇
公
大
禅
定
尼
）
と
呼
ば
れ
る
女
性
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
上
条
殿
」
は
最
初
、
上
田
長
尾
の
嫡
流
兵
庫
助
憲
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長
に
嫁
ぎ
、
男
子
（
房
長
）
を
も
う
け
た
。
そ
の
後
、
憲
長
が
早
世
し
た
が
、「
上
条
殿
」
は
男
子
を
連
れ
子
と

し
て
、
亡
夫
の
弟
顕
吉
へ
再
嫁
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
上
田
長
尾
側
の
要
望
で
あ
っ
て
、
主
筋

で
あ
る
上
条
上
杉
家
の
血
脈
を
尊
ん
だ
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
上
条
殿
」
は
景
虎
た
ち
に
と
っ
て
は

外
祖
母
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
定
実
が
晴
景
兄
弟
に
起
請
文
を
提
出
し
た
こ
と
も
、
さ
ら
に
景
虎
の
春
日
山
入

城
を
認
め
て
実
質
的
な
越
後
国
主
に
据
え
た
件
に
つ
い
て
も
、
底
流
に
は
上
条
上
杉
の
末
葉
と
い
う
意
識
が
働

い
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
晴
景
は
天
文
二
十
二
年
二
月
十
日
に
没
し
た
。
法
名
千
巌
寺
殿
華
岳
光
栄
。
享
年
四
十
五
と
記
す
系
譜
も
あ

る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、『
実
隆
公
記
』
に
出
る
「
長
尾
男
子
」
誕
生
を
記
す
大
永
七
年
六
月
十
日
条
の
記
述
に

従
っ
て
お
き
た
い
。
そ
の
場
合
、
晴
景
の
享
年
は
二
十
七
と
な
る
。
弟
景
虎
に
家
督
を
譲
っ
て
か
ら
晴
景
の
動

向
は
史
料
に
ま
っ
た
く
あ
ら
わ
れ
な
い
。「
病
者
」
と
い
う
表
現
も
案
外
事
実
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
春
日
山
城
主
と
な
っ
た
景
虎
の
も
と
、
政
権
初
期
の
奉
行
衆
と
も
言
え
る
顔
ぶ
れ
が
、
本
庄
美
作
守
実さ

ね

乃よ
り

、

小
林
新
右
兵
衛
尉
宗む

ね

吉よ
し

、
大
熊
備
前
守
朝と

も

秀ひ
で

の
三
名
で
あ
る
。
本
庄
は
栃
尾
城
主
で
、
還
俗
し
た
景
虎
が
古
志

郡
へ
下
る
と
、
こ
れ
を
助
け
た
人
物
で
あ
る
。
小
林
は
素
性
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
大
熊
は
箕み

か
む
り冠

城
主
で
、
越

後
守
護
上
杉
氏
に
仕
え
て
段た

ん

銭せ
ん

方
徴
収
な
ど
を
担
当
し
て
い
た
。
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上
田
長
尾
氏
と
の
対
立
と
越
後
平
定

　
景
虎
の
守
護
代
継
承
に
反
発
し
た
と
さ
れ
る
の
が
、
上
田
庄
の
長
尾
越
前
守
政
景
で
あ
る
。
拠
点
の
名
称
を

と
っ
て
上
田
長
尾
と
呼
ば
れ
る
。
上
田
庄
は
関
東
と
境
を
接
し
、
庄
内
に
は
関
東
管
領
山
内
上
杉
氏
の
料
所
が

散
在
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
歴
代
の
上
田
長
尾
当
主
は
越
後
守
護
上
杉
家
の
府
中
政
権
よ
り
も
、
山
内
上
杉

氏
に
近
く
、
同
氏
の
代
官
的
地
位
に
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
代
々
、
山
内
上
杉
の
当
主
か
ら
一
字
を
偏へ

ん

諱き

と
し
て
授
与
さ
れ
て
い
る
。
政
景
は
上
杉
憲
政
か
ら
、
政
景
の
父
房
長
は
同
じ
く
憲
房
か
ら
偏
諱
を
受
け
て

い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
政
景
は
長
尾
為
景
の
女
（
仙
洞
院
）
を
室
に
迎
え
て
い
る
。
景
虎
に
と
っ
て
は
義
兄
に
あ
た
っ
た
。
没
年
齢
か

ら
逆
算
す
る
と
、
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
の
生
ま
れ
で
、
景
虎
よ
り
四
歳
年
長
と
な
る
。

　
天
文
六
年
頃
ま
で
為
景
と
上
田
長
尾
と
の
対
立
は
続
い
て
い
た
が
、
お
そ
ら
く
天
文
九
年
頃
、
晴
景
へ
家
督

譲
渡
し
た
前
後
に
為
景
の
娘
（
仙
洞
院
）
が
政
景
へ
嫁
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
長
尾
房
長
・
政
景
父
子
は
、
景
虎
の
春
日
山
入
城
を
、
当
初
は
静
観
し
て
い
た
ら
し
い
。
両
者
の
間
が
次
第

に
険
悪
に
な
っ
て
来
た
の
は
、
所
領
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
っ
た
。

　
景
虎
は
、
上
田
長
尾
の
動
静
を
春
日
山
に
知
ら
せ
て
い
た
平
子
孫
太
郎
に
、
天
文
十
八
年
四
月
十
九
日
、
宇う

加か

地じ

（
魚
沼
市
）
の
地
を
安
堵
し
て
い
る
。
書
中
に
は
、「
宇
加
地
の
地
に
つ
い
て
は
、
他
の
者
に
与
え
る
と
約
束
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し
た
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
そ
の
方
が
知
行
す
る
よ
う
に
」
と
あ
る
。
宇
加
地
は
、
魚
野
川
に
面

し
た
地
で
、
信
濃
川
と
の
合
流
地
点
か
ら
や
や
上
流
に
位
置
す
る
流
通
上
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
こ
の
平
子
に
安

堵
し
た
土
地
が
、「
所
帯
方
」
に
つ
い
て
申
し
交
わ
し
た
内
容
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
政
景
方
の
金
子

尚ひ
さ

綱つ
な

か
ら
な
さ
れ
た
。
同
年
春
以
来
、
府
内
と
「
無
為
」
で
合
意
し
た
折
、
互
い
に
「
所
帯
方
」
に
つ
い
て
申

し
定
め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
平
子
へ
の
宇
加
地
宛あ

て

行が

い
は
、
そ
の
内
容
か
ら
は
ず
れ
て

い
る
と
い
う
の
が
金
子
尚
綱
の
主
張
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
景
虎
が
平
子
孫
太
郎
に
与
え
た
山
俣
三
十
貫
文
の
土
地
を
め
ぐ
っ
て
、
実
質
的
に
支
配
し
て
い
た

松
本
河
内
守
が
引
き
渡
し
を
拒
ん
だ
。
松
本
方
か
ら
の
訴
え
に
対
し
て
、
景
虎
は
い
っ
た
ん
裁
定
を
引
き
延
ば

し
て
い
た
が
、
埒
が
明
か
な
い
と
見
て
、
松
本
へ
同
地
を
速
や
か
に
平
子
へ
引
き
渡
す
よ
う
命
じ
た
。

　
平
子
の
方
も
景
虎
の
書
状
の
み
で
は
不
安
に
な
っ
た
ら
し
い
。
事
も
あ
ろ
う
に
「
御
屋
形
様
」
す
な
わ
ち
上

杉
定
実
の
判
形
を
要
望
し
た
の
で
あ
る
。
景
虎
は
こ
れ
に
応
じ
て
い
る
。
こ
の
一
件
は
、
景
虎
に
と
っ
て
、
自

他
共
に
越
後
国
主
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
格
式
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
と
痛
感
さ
せ
る
出
来
事
で

あ
っ
た
。

　
一
方
、
長
尾
政
景
は
、
俎
板
平
城
（
魚
沼
市
）
に
拠
る
宇
佐
美
定
満
に
圧
力
を
加
え
た
。
宇う

佐さ

美み

定さ
だ

満み
つ

が
平
子

孫
太
郎
に
宛
て
た
書
状
に
は
、「
人
質
を
府
中
へ
寄
越
さ
な
い
上
、
一
所
帯
方
も
渡
さ
な
い
状
況
で
は
、
こ
の
ま
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ま
手
切
れ
と
な
り
、
合
戦
に
な
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
す
で
に
上
田
よ
り
当
方
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
計
策

に
及
び
、
館
へ
の
放
火
を
目
論
ん
で
い
る
」
と
訴
え
て
い
る
。
政
景
は
景
虎
に
対
し
て
証
人
提
出
を
拒
ん
だ
上
、

お
そ
ら
く
は
係
争
地
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
割
譲
を
拒
否
し
て
い
た
よ
う
だ
。
平
子
か
ら
事
情
を
聞
い
た
本
庄

実
乃
は
、「
宇
佐
美
要
害
へ
の
放
火
の
企
て
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
御
新
造
様
の
近
い
親
類
と
は
い

え
ど
も
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
返
答
し
て
い
る
（「
上
越
」
一
八
）。
こ
の
「
御
新
造
様
の
近
き
御
親
類
」
と

は
、
政
景
に
と
っ
て
為
景
室
（
天
甫
喜
清
）
が
叔
母
に
当
た
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
天
文
二
十
年
正
月
よ
り
、
景
虎
方
と
政
景
方
は
数
度
に
わ
た
っ
て
小
競
り
合
い
を
繰
り
ひ
ろ
げ
て
い
た
が
、

五
月
に
入
っ
て
、
和
睦
の
気
運
が
高
ま
り
、
政
景
の
弟
（
大
井
田
景
国
）
を
出
府
さ
せ
る
は
こ
び
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
宇
佐
美
定
満
は
「
奉
行
衆
か
ら
知
ら
さ
れ
た
証
人
提
出
の
沙
汰
が
な
く
、
自
分
の
知
行
は
一
箇
所
も
返
還

さ
れ
て
い
な
い
」
と
疑
念
を
呈
し
て
い
る
。

　
政
景
は
、
水
面
下
で
景
虎
方
と
交
渉
（「
無
為
御
悃
望
」）
し
て
い
た
が
、
和
睦
条
件
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
落
着

し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
脚
力
（
飛
脚
）
が
も
た
ら
し
た
知
ら
せ
は
、
政
景
が
降
伏
の
姿
勢
を
示
し
て
い
な
い
と
い

う
内
容
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
受
け
て
、
景
虎
は
本
庄
実
乃
、
小
林
宗
吉
、
大
熊
朝
秀
の
三
奉
行
を
し

て
、
平
子
孫
太
郎
に
対
し
て
上
田
庄
へ
の
軍
事
行
動
を
お
こ
す
日
限
が
来
た
、
と
通
達
し
た
。
し
か
し
、
な
お

も
景
虎
は
逡
巡
し
て
い
た
よ
う
だ
。
政
景
の
帰
順
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
七
月
二
十
三
日
、
景
虎
は
こ
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れ
以
上
の
延
引
は
無
理
と
判
断
し
、
平
子
孫
太
郎
に
対
し
て
八
月
一
日
に
上
田
口
へ
出
陣
す
る
よ
う
命
じ
た
（「
上

越
」
五
四
）。

　
そ
し
て
、
以
降
、
上
田
長
尾
氏
と
上
田
庄
方
面
で
の
動
向
は
史
料
か
ら
は
う
か
が
え
な
く
な
る
。
平
子
孫
太

郎
の
出
陣
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
政
景
が
帰
順
し
た
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
。

長
尾
政
景
は
、
景
虎
の
家
督
継
承
に
異
を
と
な
え
、
反
旗
を
翻
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
実
質
的
な
越
後
国

主
を
め
ぐ
る
対
立
軸
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
所
領
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
っ
た
の
が
実
情
の
よ
う
で

あ
る
。

　
上
田
長
尾
氏
と
の
対
立
と
並
行
し
て
、
景
虎
は
二
つ
の
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
官
途
申
請
の
た
め
の

京
都
と
の
交
渉
、
お
よ
び
関
東
管
領
上
杉
憲
政
か
ら
の
越
山
要
請
で
あ
る
。

「
弾だ

ん

正じ
ょ
う

少し
ょ
う

弼ひ
つ

」
と
な
る

　
天
文
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
二
月
二
十
八
日
、
足
利
義よ

し

藤ふ
じ

（
後
の
義よ

し

輝て
る

）
は
、
景
虎
に
対
し
て
白し

ろ

傘か
さ

袋ぶ
く
ろ・

毛も
う

氈せ
ん

鞍く
ら

覆
お
お
い

免
許
の
御
礼
と
し
て
太
刀
一
腰
、
鵝が

眼が
ん

三
千
疋
を
受
け
取
っ
た
旨
の
御
内
書
を
発
給
し
た
（「
上
越
」
二
九
）。
同
日

付
け
大
覚
寺
義ぎ

俊し
ゅ
んの

書
状
に
よ
れ
ば
、
愛
宕
山
下
坊
幸
海
よ
り
依
頼
が
あ
り
、
上
聞
に
達
し
て
御
内
書
を
下
さ

れ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
景
虎
は
守
護
代
で
あ
る
が
、
実
質
、
守
護
の
格
式
で
あ
る
と
こ
ろ
の
白
傘
袋
お
よ
び

48



毛
氈
鞍
覆
の
使
用
許
可
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
義
藤
の
御
内
書
が
下
さ
れ
た
二
日
前
に
上
杉
定
実
は
そ
の
生
涯
を
閉
じ
て
い
る
か
ら
、
定
実
の
生
前
よ
り
白

傘
袋
お
よ
び
毛
氈
鞍
覆
の
使
用
許
可
を
求
め
て
交
渉
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
取
次
と
な
っ
た

の
が
、
愛
宕
山
下
坊
幸
海
で
あ
っ
た
。
幸
海
は
、
長
尾
家
と
は
為
景
の
代
か
ら
祈
禱
を
行
っ
て
い
る
関
係
を
有

し
て
い
た
。
し
か
も
、
将
軍
家
と
も
親
し
い
付
き
合
い
が
あ
っ
た
。
景
虎
側
の
使
者
は
花
蔵
院
と
京
都
雑
掌
神

余
親
綱
で
あ
る
。
花
蔵
院
は
越
後
府
中
至
徳
寺
の
塔た

っ

頭ち
ゅ
うの

ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
長
尾
為
景
が
、
禁
裏

の
御
旗
を
新
調
す
る
こ
と
の
許
可
、
お
よ
び
治
罰
の
綸
旨
を
求
め
た
際
も
、
花
蔵
院
の
活
動
が
確
認
で
き
る
。

　
大
覚
寺
義
俊
か
ら
景
虎
の
白
傘
袋
・
毛
氈
鞍
覆
の
許
可
が
下
り
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
幸
海
は
、
さ
っ
そ
く

景
虎
へ
書
状
を
し
た
た
め
た
。
そ
れ
に
は
、「
白
傘
袋
・
毛
氈
鞍
覆
の
使
用
許
可
に
あ
た
っ
て
は
御
由
緒
に
よ
る

の
で
す
が
、
御
当
代
（
景
虎
）
の
武
勇
御
名
誉
は
京
都
に
ま
で
聞
こ
え
て
い
る
た
め
、
両
様
御
免
の
儀
、
将
軍
家

よ
り
仰
せ
出
さ
れ
ま
し
た
。
詳
し
く
は
花
蔵
院
な
ら
び
に
神
余
殿
か
ら
申
し
達
せ
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
と

あ
る
（「
上
越
」
三
三
）。

　
神
余
氏
も
代
々
、
在
京
雑
掌
と
し
て
越
後
の
渉
外
役
を
担
っ
て
き
た
。
ま
た
、
三
条
西
家
に
頻
繁
に
出
入
り

し
、
青
苧
座
の
公
事
に
も
関
わ
っ
て
い
た
。
青
苧
と
は
、
カ
ラ
ム
シ
の
別
称
で
あ
る
。
イ
ラ
ク
サ
科
の
多
年
草

植
物
で
、
茎
の
皮
を
水
に
さ
ら
し
て
細
か
く
割
い
た
繊
維
が
衣
類
な
ど
の
用
途
と
な
る
。
越
後
は
青
苧
の
一
大
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産
地
で
あ
っ
た
。
景
虎
期
に
活
動
し
て
い
た
の
は
、
神
余
越
前
守
実
綱
、
お
よ
び
そ
の
息
子
の
小
次
郎
親ち

か

綱つ
な

で

あ
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
景
虎
受
給
文
書
の
宛
名
は
、「
平
三
景
虎
」
で
あ
っ
た
が
、
天
文
二
十
一
年
五
月
二
十
四
日
付
の

大
覚
寺
義
俊
書
状
に
「
長
尾
弾だ

ん

正じ
ょ
う

少し
ょ
う

弼ひ
つ

」
と
出
る
。
そ
し
て
二
十
五
日
付
の
足
利
義
藤
御
内
書
に
添
え
て
、

六
月
二
十
八
日
に
景
虎
の
も
と
へ
到
来
し
た
と
い
う
。

　
そ
れ
以
前
に
、
景
虎
か
ら
は
返
礼
と
し
て
、
義
藤
に
長
光
の
太
刀
一
腰
、
河
原
毛
の
馬
一
疋
、
青
銅
三
千
疋

が
、
義
藤
夫
人
に
御
樽
代
五
百
疋
が
、
大
覚
寺
義
俊
に
青
銅
千
疋
が
贈
ら
れ
て
い
た
。
義
藤
は
景
虎
か
ら
贈
ら

れ
た
河
原
毛
の
馬
を
大
層
気
に
入
っ
た
ら
し
く
、
大
覚
寺
義
俊
添
状
に
（
義
藤
の
）
御
入
洛
の
際
、
景
虎
が
進
上

し
た
馬
に
騎
乗
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
義
藤
か
ら
は
返
礼
と
し
て
国
宗
の
太
刀
が
景
虎
へ
下

さ
れ
て
い
る
。

　
弾
正
少
弼
の
官
途
は
、
府
中
長
尾
氏
歴
代
を
見
て
も
は
じ
め
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
景
虎
の
父
為
景
は

信
濃
守
、
お
よ
び
弾
正
左
衛
門
尉
を
称
し
て
い
た
。
兄
晴
景
も
信
濃
守
を
使
用
し
た
。
元
来
、
弾
正
左
衛
門
尉

と
は
正
式
な
官
途
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
為
景
に
は
弾
正
少
弼
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
為
景
在

世
時
、
上
杉
一
族
の
中
で
弾
正
少
弼
を
称
し
た
人
物
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
物
の
素
性
は
現
在
明
ら
か

に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、「
越
後
過
去
名
簿
」
に
次
の
供
養
記
事
が
見
ら
れ
る
。
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朴
峰
永
浮
庵
主　
　

上
杉
弾
正
少
弼
御
新
蔵
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
条
入
道　

天
文
四　

十
月
七
日

　
こ
の
人
物
は
、
守
護
上
杉
定
実
の
娘
婿
と
見
ら
れ
、
安
夜
叉
丸
、
惣
五
郎
頼
房
と
い
う
二
人
の
男
子
を
も
う

け
て
い
る
（「
御
當
方
御
継
図
」）。
男
子
が
な
い
定
実
に
と
っ
て
は
、
数
少
な
い
身
内
で
あ
っ
た
が
、
安
夜
叉
丸
は

大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
に
、
父
の
上
条
上
杉
弾
正
少
弼
は
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
に
亡
く
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

弾
正
少
弼
の
次
子
頼
房
も
、
天
文
七
年
以
前
に
亡
く
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
越
後
国
中
も
景
虎
の
官
途
の
祝
詞
と
し
て
、
国
衆
か
ら
太
刀
が
贈
ら
れ
た
。
守
護
不
在
と
な
っ
た
越
後
に
お

い
て
、
国
衆
を
従
え
、
こ
れ
を
統
括
し
て
い
く
上
で
、
守
護
と
し
て
の
格
式
を
備
え
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
で

あ
っ
た
。

上
洛
か
、
越
山
か

　
京
都
の
将
軍
家
と
の
交
渉
に
前
後
し
て
、
景
虎
が
越
前
の
朝
倉
氏
、
近
江
の
六
角
氏
と
音
信
を
交
わ
し
て
い

る
の
は
、
使
者
往
来
の
路
次
安
全
を
保
証
し
て
も
ら
う
ほ
か
に
、
自
身
が
守
護
待
遇
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
通
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達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
辺
へ
の
波
及
効
果
を
期
待
し
た
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
一
方
で
、
景
虎
の
目
を
関
東
へ
向
け
さ
せ
る
兆
候
も
こ
の
頃
、
顕
在
化
し
て
い
た
。
小
田
原
北
条
氏
に
よ
っ

て
上
州
平
井
城
を
逐お

わ
れ
た
関
東
管
領
上
杉
憲
政
か
ら
の
「
越
山
」
要
請
で
あ
る
。

　
関
東
支
配
は
、
鎌
倉
府
を
頂
点
に
、
関
東
管
領
が
こ
れ
を
補
佐
す
る
公
方
│
管
領
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
鎌
倉
公
方
と
関
東
管
領
上
杉
氏
と
の
対
立
が
絶
え
ず
、
関
東
諸
侍
を
巻
き
込
む
大
乱
が
続
い
た
。
代

表
的
な
も
の
が
三
十
年
近
く
に
も
お
よ
ん
だ
享き

ょ
う

徳と
く

の
乱
で
あ
る
。
足
利
氏
は
鎌
倉
か
ら
下
総
古
河
へ
移
り
、
こ

こ
を
拠
点
と
し
て
、
利
根
川
を
は
さ
ん
で
上
杉
陣
営
と
対
峙
し
て
い
た
。
こ
の
古
河
公
方
に
接
近
し
た
の
が
、

小
田
原
北
条
氏
で
あ
る
。
や
が
て
、
対
立
構
図
は
小
田
原
北
条
氏
対
山
内
・
扇
谷
両
上
杉
氏
に
変
化
し
、
や
が

て
前
者
が
後
者
を
圧
迫
し
は
じ
め
た
。
何
と
言
っ
て
も
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
管
領
山
内
上
杉
顕
定
が
越
後
に

お
い
て
戦
死
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
討
っ
た
の
が
景
虎
の
父
為
景
で
あ
る
こ
と
は
序
章
で
も
ふ
れ
た
。
支

援
を
要
請
し
て
き
た
上
杉
憲
政
が
顕
定
の
孫
で
あ
る
と
い
う
の
も
皮
肉
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
史
料
上
で
は
、
天
文
二
十
一
年
五
月
二
十
四
日
付
の
長
尾
越
前
守
（
政
景
）
宛
成
悦
（
上
杉
憲
政
）
書
状
に
、
景

虎
の
「
越
山
」
問
題
が
出
る
。
書
中
か
ら
、
景
虎
が
上
州
に
使
僧
を
遣
わ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
憲
政
は

こ
の
使
僧
を
府
中
へ
帰
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
上
州
の
様
子
が
伝
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
越
山
の
義
、
相
急

ぐ
べ
く
候
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、「
越
山
の
件
に
つ
い
て
は
、
平
三
方
よ
り
あ
な
た
（
政
景
）
の
と
こ
ろ
へ
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連
絡
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
景
が
す
で
に
景
虎
に
臣
従
し
て
い
る
状
況
が
う
か
が

え
る
。

　
七
月
ま
で
に
は
、
上
杉
憲
政
は
越
後
へ
入
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
五
月
時
点
で
は
「
平
三
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、

七
月
三
日
付
け
平
子
孫
太
郎
宛
書
状
中
に
は
「
長
尾
弾
正
少
弼
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
六

月
に
足
利
義
藤
の
御
内
書
が
到
来
し
、
景
虎
は
従
五
位
下
弾
正
少
弼
の
官
途
を
手
に
入
れ
て
い
た
。

　
景
虎
は
い
っ
た
ん
関
東
出
陣
を
決
意
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
越
山
を
先
送

り
に
し
て
、
景
虎
は
上
洛
の
準
備
を
は
じ
め
る
。

　
当
時
、
畿
内
で
は
、
室
町
幕
府
の
権
威
が
失
墜
し
、
将
軍
足
利
義
晴
は
京
都
で
の
細
川
氏う

じ

綱つ
な

・
三み

好よ
し

長な
が

慶よ
し

ら

と
の
政
争
に
敗
れ
、
近
江
穴あ

の
う太

で
死
亡
し
た
。
自
殺
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
の
息
子
で
後
に
景
虎
と
関

わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
義
藤
（
後
の
義
輝
）
は
い
っ
た
ん
帰
洛
し
た
が
、
天
文
二
十
二
年
、
三
好
方
と
の
和
睦

が
破
れ
、
霊り

ょ
う

山ぜ
ん

城じ
ょ
う（

京
都
市
東
山
区
）
へ
入
っ
た
。
八
月
、
三
好
勢
が
霊
山
城
を
陥
れ
、
義
藤
が
ふ
た
た
び
近
江

へ
遁の

が

れ
た
。
景
虎
が
上
洛
す
る
三
ヶ
月
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

 http://ji-sedai. jp/

http://ji-sedai.jp/event/info/
http://ji-sedai.jp/series/research/
http://ji-sedai.jp/book/publication/
http://ji-sedai.jp
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