
広
常
と
常
胤

「
佐す

け

殿ど
の

、
介す

け

八の
は
ち

郎ろ
う

め
が
来
た
ら

一喝
な
さ
い
ま
せ
。く
れ
ぐ
れ
も

大
軍
に
怖
じ
け
て
は
な
り
ま
せ

ぬ
」。こ
れ
は
千ち

葉ば
の

介す
け

常つ
ね

胤た
ね

が
頼

朝
の
耳
元
に
さ
さ
や
い
た
で
あ
ろ

う
言
葉
だ
。佐
殿
と
は
源
頼
朝
の

こ
と
で
介
八
郎
と
は
大
豪
族「
上か

ず

総さ
の

介す
け

広ひ
ろ

常つ
ね

」の
こ
と
で
あ
る
。

ご
存
知
の
よ
う
に
伊
豆
の
韮に

ら

山や
ま

で
旗
揚
げ
し
た
頼
朝
は
石

橋
山
の
合
戦
（
１
１
８
０
年
・

現
、
神
奈
川
県
小
田
原
市
）
で

大
敗
を
喫
し
窮
地
を
脱
し
て
の

ち
、
か
ね
て
よ
り
う
ち
合
わ
せ
の

場
所
だった
「
安
房
」
に
上
陸
し

た
。安
房
に
は
頼
朝
を
支
え
た
相

模
の
豪
族
三
浦
氏
と
関
係
の
深
い

安
西
や
丸
の
諸
氏
が
い
た
た
め
だ
。

暗
殺
未
遂
や
平
家
勢
力
と
の

闘
い
の
後
、
頼
朝
は
体
制
を
整

え
て
い
よ
い
よ
鎌
倉
を
目
指
す
べ

く
隅
田
河
畔
に
陣
を
敷
い
て
い
た
。

そ
こへ
広
常
が
揚
々
と
大
軍
を
率

い
て
やって
き
た
の
で
あ
る
。吾
妻

鏡
に
は「
頼
朝
が
大
し
た
人
物
で

な
け
れ
ば
首
で
も
とって
し
ま
お

う
と
考
え
てい
た
」
と
、
書
か
れ

て
お
り
、
危
険
な
存
在
で
も
あっ

た
わ
け
だ
。

広
常
は
宴
会
の
最
中
に
頼
朝

が
他
の
御
家
人
に
賜
っ
た
水す

い

干か
ん

を
め
ぐって
の
大
喧
嘩
を
し
た
り
、

頼
朝
に
会って
も
下
馬
を
し
な
い

な
ど
相
当
に
態
度
の
デ
カ
かった

人
物
で
あ
る
。常ひ

た
ち陸
の
金き

ん

砂さ

城じ
ょ
う

（
現
、
茨
城
県
太
田
市
）
を
攻
め

た
と
き
に
は「
話
し
合
い
」の
誘
い

に
出
て
き
た
佐
竹
義
政
を
橋
の

上
で
誅ち

ゅ
う

殺さ
つ

す
る
な
ど
、
思
い
切っ

た
行
動
に
も
出
る
。

た
に
違
い
な
い
。
直
情
径
行
型
の

北ほ
う

条じ
ょ
う

時と
き

政ま
さ

で
は
あ
ま
り
に
も
頼

り
甲
斐
が
な
い
の
だ
。
吾
妻
鏡

元
曆
2
年
3
月
11
日
の
記
に
は

弟
範の

り

頼よ
り

への
手
紙
と
し
て
「
お
よ

そ 

、
常
胤
の
大
功
に
お
い
て
は

生
涯
さ
ら
に
報
謝
を
尽
く
す
べ

か
ら
ざ
る
の
由よ

し

」と
書
いて
あ
る
。

常
胤
と
明
治
維
新

鎌
倉
に
誕
生
し
た
武
士
の
政

治
は
そ
の
の
ち
７
０
０
年
間
続
き
、

明
治
維
新
成
功
の
原
動
力
と
なっ

た
。功
罪
は
別
と
し
て
、
近
代
化

に
成
功
し
白
人
の
超
大
国
ロ
シ
ア

を
打
ち
破った
そ
の
事
実
は
、
植

民
地
と
なった
ア
ジ
ア･

ア
フ
リ
カ

諸
国
の
独
立
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。

日
本
と
い
う
国
に
高
い
教
育
と

精
神
性
を
持
っ
た
武
士
の
時
代

が
あ
った
か
ら
こ
そ
の
こ
と
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。も
し
、
こ
の

時
に
武
士
の
政
権
が
出
来
な
かっ

た
な
ら
そ
の
後
の
日
本
の
姿
は
大

き
く
変
わって
い
た
に
違
い
な
く
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
世
界
史
の
中

で
の
役
割
も
異
なってい
た
だ
ろ
う
。

そ
の
武
士
の
世
を
創
り
上
げ

た
の
は
頼
朝
一
人
の
力
で
は
な
く
、

一族
の
繁
栄
と
安
寧
を
望
ん
だ
坂

東
武
士
た
ち
の
強
い
想
い
が
大
き

な
原
動
力
と
な
って
い
る
。中
で

も
常
胤
は
劣
勢
だった
頼
朝
を
い

ち
早
く
支
え
、
進
む
べ
き
道
を

示
し
た
人
物
と
し
て
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
8
月
ま
で
の
連
載
を

と
お
し
て
、
千
葉
介
常
胤
の
生

き
た
時
代
と
、
千
葉
と
い
う
土

地
の
持
つ
歴
史
的
意
義
に
つい
て

語ってい
き
た
い
と
思
う
。

こ
の
時
代
の
豪
族
は
独
立
心

が
強
く
、
主
人
を
選
ぶ
の
も
人

物
次
第
。戦
う
と
き
は
親
子
兄

弟
で
分
か
れ
、
負
け
た
身
内
の

助
命
嘆
願
と
い
う
保
険
を
か
け

る
合
理
性
も
備
え
て
い
る
。そ
う

い
う
上
総
介
の
性
格
を
よ
く
知っ

てい
た
の
が
同
族
の
常
胤
で
あ
る
。

広
常
の
剛
胆
だ
が
単
純
素
朴

な
と
こ
ろ
を
つい
て
「
広
常
、
お

そ
い！
」と
頼
朝
に
言
わ
せ
た
。こ

の
と
き
、
頼
朝
がヘラヘラ
と「
よ

く
ぞ
来
て
く
れ
た
」
な
ど
と
言っ

て
い
た
な
ら
歴
史
は
変
わって
い

た
だ
ろ
う
。広
常
は
坂
東
一
と
い

わ
れ
た
大
軍
を
頼
朝
に
差
し
だ

し
た
。そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
敵

だった
者
や
日ひ

和よ
り

見み

豪
族
た
ち
が

我
も
我
も
と
頼
朝
の
軍
に
加
わっ

た
の
で
あ
る
。

頼
朝
は
敵
対
し
て
い
た
豪
族

た
ち
を
次
々
と
赦ゆ

る

し
自
分
の
軍

に
加
え
た
。さ
ら
に
、
戦
ご
と

に
公
正
で
公
平
な
恩
賞
を
与
え

た
た
め
に
豪
族
た
ち
か
ら
の
絶

大
な
信
頼
を
得
た
。坂ば

ん

東ど
う

の
武

士
た
ち
に「
八は

ち

幡ま
ん

太た

郎ろ
う

」と
半
ば

神
格
化
さ
れ
てい
た
頼
朝
の
祖
先

「
源

み
な
も
と
の
よ
し
い
え

義
家
」
の
再
来
を
彷
彿
と
さ

せ
る
行
動
で
あ
る
。こ
の
あ
た
り

は
常
胤
な
ど
長
老
の
意
見
を
大

い
に
取
り
入
れ
て
い
た
に
違
い
な

い
。人

心
掌
握
の
達
人

　
当
時
「
坂
東
」
と
い
わ
れ
た
関

東
地
方
は
あ
る
意
味
で
の
無
法

地
帯
で
、
開
拓
農
場
主
た
ち
は

自
分
の
土
地
や一
族
の
命
を
守
る

た
め
に
武
装
し
た
。
境
界
や
水

利
権
を
め
ぐ
って
の
い
ざ
こ
ざ
が

絶
え
な
かった
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
権
威
と
し
て
の
貴
い
血
を

求
め
た
。
そ
れ
が
国
司
と
し
て

下
り
、
後
に
土
着
し
た
貴
族
や

皇
族
た
ち
の
血
脈
で
あ
る
。
し

が
な
い
地
方
豪
族
が
こ
う
し
た

貴
族
や
皇
族
の
子
孫
と
親
戚
と

な
り
箔
を
つ
け
た
わ
け
だ
。

　

ち
な
み
に
関
東
地
方
に
は
桓

武
天
皇
の
血
を
ひ
く
平

た
い
ら
の
た
か
も
ち
お
う

高
望
王

の
子
孫
が
多
く
散
ら
ばって
い
た
。

常
胤
・
広
常
な
ど
の
千
葉
氏
や

上
総
氏
は
も
と
よ
り
、
相
模
の

大
豪
族
三
浦
氏
、
伊
豆
の
北
条

氏
な
ど
頼
朝
を
支
え
て
い
た
有

力
豪
族
の
殆
ど
は
こ
の
系
譜
の
平

氏
な
の
で
あ
る
。

　
「
源
平
の
戦
い
」と
い
う
呼
び
方

は
後
世
の
人
間
が
勝
手
につ
け
た

も
の
で
、
当
事
者
た
ち
は
源
平
に

は
まった
く
こ
だ
わって
い
な
かっ

た
。
頼
朝
の
命
を
受
け
広
常
に

討
た
れ
た
佐
竹
氏
は
頼
朝
と
同

族
の
清せ

い

和わ

源げ
ん

氏じ

で
も
あ
る
。
ち

な
み
に
当
時
の
人
は
あ
の
戦
の
こ

と
を
「
治ち

承し
ょ
う・
寿じ

ゅ

永え
い

の
合
戦
」
と

呼
ん
でい
た
。

　
こ
の
後
、
鎌
倉
に
入った
頼
朝

は
軍
を
従
え
て
平

た
い
ら
の
こ
れ
も
り

維
盛
と
富
士

川
で
戦
う
わ
け
だ
が
、対
峙
し
て

い
た
維
盛
軍
が
突
然
撤
退
し
た

際
、
逃
げ
る
敵
軍
を
追
撃
し
よ

う
と
す
る
頼
朝
を「
足
元
を
固
め

る
こ
と
が
先
決
」
と
諫
め
た
の
も

常
胤
だ
。
元
々
「
鎌
倉
を
本
拠

地
と
し
な
さ
い
」
と
頼
朝
に
促
し

た
の
も
常
胤
で
、
こ
う
し
た
常
胤

の
当
を
得
た
親
身
な
助
言
に
対

し
頼
朝
は「
父
と
も
思
う
」と
頭

を
垂
れ
た
。

　
囚
わ
れ
人
で
経
験
不
足
だった

頼
朝
に
とって
人
心
の
掌
握
術
な

ど
、
最
も
頼
り
に
な
る
存
在
だっ
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開
府
８
９
０
年
で「
千
葉
氏
サ
ミ
ッ
ト
」が
開
催
さ
れ
る
千
葉
市
。千
葉
県
や
千
葉

市
の
名
称
の
根
拠
は
、
千
葉
一
族
が
活
躍
し
、
そ
の
館
を
構
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
。

日
本
の
武
家
社
会
の
礎
を
築
き
、
武
士
の
精
神
性
を
も
培
っ
た
千
葉
常
胤
。明
治
維

新
ま
で
続
く
武
士
中
心
社
会
の
中
で
千
葉
一
族
が
果
た
し
た
役
割
は
図
り
し
れ
な
い
。

パ
ー
ト
４
で
は
、
千
葉
常
胤
像
を
浮
き
彫
り
に
し
、
埋
も
れ
た
千
葉
の
歴
史
と
誇
り

を
取
り
戻
し
郷
土
の
活
力
と
し
た
い
。

「
房
総
」

を

生
ん
だ

地
①

千
葉
介
常
胤

武
士
政
権
誕
生
の
大
恩
人

協賛


