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直
江
兼
続
が
奨
動
す
る

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
天
地
人
の
主
人

公
直
江
兼
続
が
米
沢
織
に
関
係
し
て
い

る
と
い
う
と
、
不
思
議
に
感
じ
る
か
も
し

れ
な
い
。
直
江
兼
続
は
慶
長
３
年
（１
５

９
８
年
）に
米
沢
城
主
と
な
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
頃
領
内
に
あ
っ
た
真
綿
・綿
・紬

な
ど
の
商
品
価
値
を
高
め
る
た
め
に
、
一示

都
か
ら
職
人
を
招
き
技
術
の
米
沢
織
の

高
品
質
化
を
志
向
し
て
い
た
と
い
つ
こ
と

が
記
録
に
残
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
米
沢
織
を
成
長
さ
せ
る
の

が
、
１
７
６
７
年
に
上
杉
家
十
代
藩
主
と

な
っ
た
上
杉
鷹
山
で
あ
る
。
米
沢
織
は
、

そ
れ
ま
で
有
名
産
地
用
の
原
材
料
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
フ」で
、
織
物
と

し
て
生
産
す
べ
き
で
あ
る
と
指
導
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
越
後
小
千
谷
か

ら
職
人
を
連
れ
て
く
る
と
い
つ
こ
と
を
し

た
り
、
更
に
、
中
下
級
藩
士
の
女
子
を
織

工
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
を
し
て
い
る
。

読
者
の
中
に
は
、
米
沢
織
と
い
つ
と
、

和
服
と
い
？
」と
を
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
か

も
し
れ
な
い
が
、
現
在
高
級
洋
服
生
地
と

し
て
知
名
度
が
上
が
っ
て
い
る
。
数
あ
る

米
沢
織
元
の
中
で
、
高
級
テ
ー
フ
ー
が
注

目
し
て
い
る
の
が
株
式
会
社
東
匠
猪
俣

（５
代
目
代
表
取
締
役
社
長
清
野
栄
二
）

で
あ
る
。

株
式
会
社
東
匠
猪
俣
の
前
身
と
な
る

猪
俣
は
、
明
治
２９
年
に
創
業
で
あ
り
、
初

代
政
次
郎
は
、
養
子
と
し
て
猪
俣
家
に

入
り
、
そ
れ
ま
で
家
業
で
あ
っ
た
織
物
業

を
企
業
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
順
調
に
発
展
し
、
東
日
本
の
ト

ップ
ブ
ラ
ン
ド
（東
匠
）と
な
る
。
そ
し
て
２

代
目
栄
市
、
３
代
目
新
市
、
４
代
目
知
市

郎
と
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　

一

や
が
で
停
滞
、　
　
　
　
　
　
一

を
し
て
衰
退
・廃
業
へ
　
　
　
一一

戦
後
日
本
の
織
物
業
は
ガ
チ
ャ
マ
ン
と

言
わ
れ
る
好
況
期
を
向
か
え
る
こ
と
と

な
る
。
猪
俣
に
と
っ
て
は
、
昭
和
３０
年
、

４０

年
前
半
が
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
の
猪
俣
の
隆
盛
さ
を
物
語

る
出
来
事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
昭
和
３４

年
現
皇
后
美
智
子
妃
の
ご
成
婚
式
服
を

謹
製
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ブ」の
服
は
、
公
の

場
面
で
着
ら
れ
た
の
で
テ
レ
ビ
で
目
に
し

た
読
者
も
い
る
だ
ろ
２ヽ

翌
年
３５
年
に
は
、一

昭
和
天
皇
が
猪
俣
に
行
幸
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
好
況
の
背
景
に
は
、
米
国

が
繊
維
に
つ
い
て
は
後
進
国
に
任
せ
る
と

い
う
ア」と
か
ら
、
米
国
へ
の
輸
出
が
拡
大

す
る
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
が
、
ニ
ク
ソ
ン
ン
ョ
ッ
ク
を
境
目

に
猪
俣
の
業
績
は
低
下
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
ピ
ー
ク
時
は
輸
出
を
中
心
と
す
る

洋
服
地
で
猪
俣
全
体
の
売
上
の
９
割
を

占
め
て
い
た
。
フ」の
９
割
の
売
上
が
急
速

に
低
下
す
る
フ」と
に
な
る
。　
　
　
　
　
一

何
と
か
立
て
直
す
た
め
に
、
全
盛
時
４

０
０
人
か
ら
５
０
０
人
い
た
社
員
を
４０
人

に
ま
で
し
て
頑
張
っ
た
が
、
つ
い
に
平
成

‐１０

年
２
月
猪
俣
株
式
会
社
は
自
主
廃
業
へ

代表取締役社長 清野栄二氏

猪俣家の前庭にある天皇行幸の記念碑。
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と
踏
み
切
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
普

通
な
ら
ば
、
猪
俣
は
こ
れ
で
終
わ
り
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
同
年
４
月

に
は
別
会
社
株
式
会
社
東
匠
と
し
て
再

ス
タ
ー
ト
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
翌
年

に
は
伝
統
あ
る
社
名
猪
俣
を
加
え
、
株

式
会
社
東
匠
猪
俣
と
し
て
蘇
っ
た
。

上
移
鷹
曲
に
学
ぶ
再
建

こ
の
当
時
の
こ
と
を
現
社
長
に
聞
い

て
み
た
と
こ
ろ
、
「全
く
不
安
は
な
か
っ

た
」
と
言
い
切
る
。
そ
の
背
景
を
聞
い
た

と
こ
ろ
、
歴
史
と
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
が
あ

り
、
殆
ど
の
取
引
先
が
変
わ
ら
ず
に
取

引
を
し
て
く
れ
る
と
い
う
確
信
を
持
っ
て

い
た
か
ら
で
き
た
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。

無
駄
を
省
き
、
必
死
に
な
っ
て
働
け
ば
間

違
い
な
く
業
績
は
つ
い
て
く
る
と
い
つ
自

信
が
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
に
は
驚

き
で
あ
る
。

更
に
現
社
長
は
、
ア」
れ
に
は
米
沢
人

特
有
の
気
質
と
い
つ
も
の
が
絡
ん
で
い
る

と
い
２

そ
れ
は
、
上
杉
鷹
山
に
代
表
さ

れ
る
質
素
倹
約
と
い
つ
も
の
だ
。
上
杉

鷹
山
が
藩
主
と
な
っ
た
頃
、
米
沢
藩
は
日

本
で
最
も
貧
乏
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

た
。
そ
ブ」で
、
大
倹
約
令
を
出
し
、
自
ら

収
入
を
１
／
７
に
し
、
衣
服
は
木
綿
着
用

の
生
活
を
し
て
い
た
。
食
糧
に
つ
い
て
は
、

食
べ
ら
れ
る
も
の
は
何
で
も
取
り
入
れ

た
。
現
在
で
も
垣
根
の
う
こ
ぎ
や
山
菜

・

雑
草
で
食
べ
ら
れ
る
も
の
は
食
す
る
と
い

う
人
達
が
多
く
い
る
。
休
日
に
米
沢
市

内
を
歩
い
て
い
る
と
、
山
菜

・雑
草
を
取

る
人
達
を
多
く
見
か
け
る
の
は
そ
う
珍

し
い
も
の
で
は
な
電

つ
ま
り
、
倒
産
寸
前

の
米
沢
藩
を
救
う
た
め
に
自
給
自
足
を

奨
励
し
、
自
分
達
の
生
活
は
自
分
達
で

守
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
余
っ
た
も
の
に
付
加
価

値
を
つ
け
て
売
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

現
社
長
と
再
建
メ
ン
バ
ー
は
実
に
よ
ぐ

働
く
。
会
社
か
ら
の
給
料
は
最
小
限
に

し
、
サ
ン
プ
ル
の
作
成
な
ど
は
自
分
の
家

に
織
機
を
置
い
て
帰
宅
後
に
織
っ
て
い
る

の
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

こ
の
よ
う
な
旧
猪
俣
が
持
っ
て
い
た
企

業
体
質
が
危
機
を
救
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
普
段
の
節
約
に
よ
り
、
あ
る
程
度
の

蓄
え
が
あ
っ
た
と
い
つ
こ
と
も
あ
る
。
こ

れ
を
長
年
に
渡
り
取
引
を
し
て
い
る
お

客
様
は
見
て
い
た
と
い
？
」と
だ
。
著
者

の
よ
う
に
数
多
く
の
県
・地
域
を
見
て
来

る
と
、
県
民
性

・地
域
性
が
あ
る
と
い
つ

こ
と
を
強
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。
特
に
、

老
舗
の
人
達
と
接
す
る
と
江
戸
時
代
の

藩
制
と
い
つ
も
の
が
強
く
残
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
と
思

２ゝ
　
　
　
　
　
　
　
・

米
沢
の
人
達
は
、
今
で
も
上
杉
鷹
山

公
と
公
を
つ
け
て
話
す
人
が
多
い
。
こ
れ

は
今
日
に
お
い
て
も
、
尚
そ
の
影
響
力
を

残
し
米
沢
の
人
達
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

いつ
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
あ
る
　
　
一

米
沢
地
区
　
　
　
　
　
　
・一

株
式
会
社
東
匠
猪
俣
の
商
品
の
特
徴

は
、
高
級
感
に
あ
る
。
一局
級
感
を
出
す
よ

う
に
な
っ
て
き
た
背
景
に
は
、
懐
の
深
き

昭和34年現皇后美智子妃のご成婚式服の織物。

米沢織物の高級洋服生地。
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に
あ
る
と
商
品
開
発
担
当
者
が
言
う
。

そ
れ
は
呉
服
の
時
代
か
ら
培
っ
て
き
た
素

材
の
情
報
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
フ」の

情
報
が
社
内
に
あ
る
の
と
同
時
に
、
米
沢

地
区
に
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
だ
。
繊
維

関
係
の
情
報
は
、
産
地
と
言
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
も
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
だ

が
、
米
沢
は
例
外
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
情
報
を
活
か
し
て
、
紳
士
物
、
婦

人
物
の
専
任
の
担
当
者
が
自
分
で
マ
ス
見

本
と
呼
ば
れ
る
見
本
を
自
分
で
織
っ
て
い

る
の
だ
。
マ
ス
見
本
を
作
る
に
は
、
素
材

の
組
み
合
わ
せ
。織
り
方
の
工
夫
を
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
電

そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ

が
最
大
の
強
み
な
の
で
あ
る
。

景
気
の
せ
い
に
し
な
い
経
営

現
社
長
で
５
代
目
と
な
る
が
、
４
代
目

が
体
調
を
崩
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
創
業

家
で
な
く
社
長
と
な
る
。

現
社
長
は
、
ご
く
自
然
に
こ
れ
を
受

け
入
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
旧
猪

俣
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
ノ
ウ
ハ
ウ
に
自

信
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
２ヽ

た
だ
、
フサ
」

ま
で
の
経
営
を
振
り
返
り
　
「歴
史
が
あ

る
だ
け
で
は
飯
は
食
え
な

い
」
と
言

２ゝ

今
い
る
人
達

で
知
識

・技
術
を
高
度
に

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
早

く
業
績
を
安
定
さ
せ
、
次

の
後
継
者
を
育
成
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
経
営
と
は
自
助

努
力
で
や
っ
て
い
く
も
の
で

あ
り
、
景
気
は
関
係
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
著
者

は
多
く
の
○
○
産
地
と
い

う
所
を
回
っ
て
み
る
と
、
そ

の
殆
ど
が
過
去
の
面
影
は

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
○
○
産
地
の
人
達
が

言
う
こ
と
は
、
景
気
が
悪
い
、
ラ
イ
バ
ル
が

増
え
た
、
価
格
が
安
い
、
海
外
に
仕
事
が

行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
つ
も
の
だ
。
考
え
て

み
れ
ば
、
フ」の
よ
う
な
こ
と
は
予
測
で
き

た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い

う
と
こ
ろ
だ
が
、
現
社
長
は
目
に
見
え
な

い
と
こ
ろ
で
い
か
に
努
力
を
し
て
い
る
か

と
い
つ
こ
と
だ
と
言

２ヽ

表
面
的
な
売
上

は
重
要
視
し
な
い
。
見
え
な
い
と
こ
ろ
で

何
を
し
て
い
る
か
が
重
要
な
の
で
あ
る
と

い
２６

代
目
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現
社
長

べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。　

‐そ〓
藤

う
い
う
意
味
で
は
、
上
杉
鷹
山
が
行
っ
た
一
機

身
分
に
関
係
な
く
人
材
登
用
を
し
て
ず
・一
難

く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。　
●
菫

百
年
に

一
度
の
不
況
と
言
わ
れ
る
中
一
濃

で
、読
者
の皆
さ
ん
も
苦
労
さ
れ
ている
一一懸
一

ので
は
な
いだ
ろ
う
か
―
　
　
　
　
　
　
一一
毅

確
か
に
不
況
は
社
会
全
体
の
現
象
で
一
轟

あ
る
かも
しれ
な
『
しかし、そ
れ
を
理
一
難

由
に
し
た
と
こ
ろ
で
何
の
解
決
策
も
見
当
●
一難

た
ら
な
い
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
一
一難

ひ
ら
ま
つ

よ
う
い
ち
　
玉
川
大
学
工
学
部
経
営

工
学
科
卒
業
後
、
経
営
ヨ
ン
サ
を
ラ

ン
グ
活
動

（会
社
経
営
研
究
所
）
を
経
て
、
Ｉ
Ｍ
ヨ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
代
表
と
な
る
。
現
在
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
と
し
て
、
指
導
業
務
、
教
育
、
講
演
を
行
っ
て

い
る
。
コ
ン
サ
ル
テ
イ
ン
グ
活
動
の
傍
ら
、
企
業

に
入
り
管
理
職
を
兼
務
。
主
な
著
書
フ
し
の
老

舗
に
学
べ
宍
フ
ォ
レ
ス
ト
出
版
）
、
『必
ず
売
れ
る

営
業
了
ン
に
な
れ
る
Ｌ
営
業
幹
部
の
た
め
の
指

導
力
倍
増
講
座
宍
以
上
す
ば
る
舎
）
な
ど
多
数
。

洋服生地のマス見本 (紳士物の開発担当者)。
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