
史
料
紹
介館

山
市
立
博
物
館
所
蔵
「
里
見
吉
政
戦
功
覚
書
」
の
紹
介
と
検
討

竹

井

英

文

は
じ
め
に

戦
国
時
代
の
武
士
や
合
戦
の
実
態
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
史
料
と
し
て
、「
戦
功
覚
書
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
一
口
に

「
戦
功
覚
書
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
形
式
・
内
容
・
種
類
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
実
際
に
戦
国
時
代
の
戦
場
で
活
躍
し
た
武
士
の
戦

歴
・
戦
功
を
、
本
人
や
子
孫
な
ど
が
箇
条
書
き
形
式
で
綴
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
戦
功
を
挙
げ
た
武
士
本

人
が
記
し
た
「
戦
功
覚
書
」
は
、
主
に
彼
ら
の
晩
年
で
あ
る
慶
長
か
ら
寛
永
年
間
に
か
け
て
記
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。

「
戦
功
覚
書
」
を
含
め
た
近
世
成
立
の
「
覚
書
」
や
「
聞
書
」
に
つ
い
て
は
、
高
柳
光
寿

１氏
や
桑
田
忠
親

２氏
に
よ
る
先
駆
的
な
研

究
が
あ
る
。
高
柳
氏
は
、
近
世
初
期
に
軍
記
物
や
物
語
類
な
ど
の
も
と
と
な
っ
た
生
の
史
料＝

「
覚
書
」
が
数
多
く
生
み
出
さ
れ
た

こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
が
「
近
世
初
期
に
於
け
る
一
特
色
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、「
こ
の
覚
書
の
類
は
勿
論
史
学
書
で
は
な

い
が
、
而
も
物
語
の
類
よ
り
も
史
料
的
価
値
は
遥
に
上
位
に
あ
る
も
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
た
う
え
で
、「
覚
書
」
を
い
く
つ
か
の

（９１）



種
類
に
分
類
し
て
い
る
。
金
子
拓
氏
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
①
自
分
の
備
忘
の
た
め
、
②
自
己
の
体
験
を
記
し
た
も
の
、
目
で
見
た
こ

と
を
記
し
た
も
の
、
③
他
人
の
体
験
を
記
し
た
も
の
、
耳
で
聞
い
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
、
④
他
人
の
書
記
し
た
も
の
を
書
き
留
め

た
も
の
、
⑤
自
己
の
体
験
と
祖
先
の
体
験
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
い
る
も
の
、
⑥
子
孫
の
た
め
に
残
し
た
も
の
、
⑦
主
人
の
た
め
に
書

い
た
も
の
、
⑧
子
孫
の
た
め
で
も
主
人
の
た
め
で
も
な
く
他
人
の
求
め
に
応
じ
て
書
い
た
も
の
、
⑨
純
然
た
る
第
三
者
と
し
て
事
件

の
渦
中
に
あ
り
重
要
な
る
地
位
に
あ
っ
て
つ
く
っ
た
も
の
、
⑩
子
孫
が
父
祖
の
戦
功
を
記
し
た
も
の＝

「
書
上
」、
⑪
他
人
の
話
を

書
き
留
め
た
も
の＝
「
聞
書
」、
と
な

３る
。
も
ち
ろ
ん
、
金
子
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
厳
密
に
分
類
で
き
る
も
の
で
は

な
く
、
い
く
つ
か
の
範
疇
に
ま
た
が
っ
て
含
ま
れ
る
も
の
も
数
多
い
。

一
方
の
桑
田
氏
は
、「
覚
書
と
聞
書
と
は
、
共
に
、
近
世
初
期
に
夥
し
く
発
生
し
た
記
録
で
あ
る
」
と
し
、「
覚
書
は
、
自
己
が
直

接
に
体
験
し
或
い
は
実
見
し
た
事
柄
を
自
か
ら
筆
記
し
た
も
の
で
、
一
に
、
自
己
の
備
忘
を
目
的
と
し
た
か
の
如
く
に
見
え
て
、
実

は
、
恩
賞
も
し
く
は
子
孫
の
後
栄
を
予
想
し
て
、
自
己
の
功
績
を
録
し
た
も
の
が
多
い
」「
聞
書
は
、
そ
の
切
実
さ
に
お
い
て
、
む

し
ろ
、
第
二
次
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
覚
書
・
書
上
な
ど
と
、
ど
こ
ま
で
も
不
即
不
離
の
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
聞
書
と
は
、

他
人
の
談
話
を
聞
き
、
こ
れ
を
書
き
留
め
た
も
の
を
い
う
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
覚
書
を
①
「
書
上
式
覚
書
」、
②
「
置

文
式
覚
書
」、
③
「
留
書
式
覚
書
」、
④
「
聞
書
式
覚
書
」
の
四
種
に
大
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
覚
書
は
「
在
来
の
一
等
級
の
記
録

の
缺
を
補
い
、
史
実
に
対
し
て
生
々
し
い
実
感
を
添
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
高
柳
氏
、
桑
田
氏
共
に
、
近
世
初
期
成
立
の
「
覚
書
」
の
史
料
的
価
値
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

４る
。

そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
覚
書
」
の
な
か
で
も
、
武
士
の
戦
歴
を
記
し
た
「
戦
功
覚
書
」
は
、
戦
国
期
の
文
書
史
料
に
表
れ
な
い
武

士
た
ち
の
存
在
と
そ
の
活
躍
ぶ
り
が
わ
か
る
点
や
合
戦
・
城
攻
め
の
実
態
が
わ
か
る
点
、
武
士
た
ち
の
そ
の
後
の
人
生
を
う
か
が
う
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こ
と
が
で
き
る
点
で
、
戦
国
史
研
究
ひ
い
て
は
中
近
世
移
行
期
研
究
に
と
っ
て
極
め
て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
特
に
実
際

に
戦
功
を
挙
げ
た
武
士
本
人
が
記
し
た
「
戦
功
覚
書
」
は
、
子
孫
や
他
人
が
記
し
た
も
の
と
は
異
な
り
自
身
の
経
験
・
記
憶
を
直
接

記
し
て
い
る
と
い
う
点
、
そ
の
内
容
を
保
証
す
る
証
人
の
存
在
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
点
で
よ
り
信
憑
性
が
高
い
と
い
え

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
武
士
本
人
が
書
い
た
「
戦
功
覚
書
」
で
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
近
世
初
期
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た

め
、
史
料
批
判
は
必
須
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
し
た
う
え
で
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
史
料
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

こ
う
し
た
認
識
か
ら
か
、「
戦
功
覚
書
」は
、
こ
れ
ま
で
に
も
自
治
体
史
な
ど
の
中
世
史
料
集
に
し
ば
し
ば
収
録
さ
れ
て
き
た
が
、

成
立
年
代
が
近
世
で
あ
る
た
め
か
、
未
収
録
・
未
紹
介
の
「
戦
功
覚
書
」
も
数
多
い
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
近
世
史
料
で
あ
る
た
め
、

中
世
史
研
究
の
史
料
と
し
て
調
査
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
そ
の
活
用
も
十
分
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ

れ
に
対
し
て
、
近
年
「
戦
功
覚
書
」
の
史
料
紹
介
や
個
別
研
究
が
徐
々
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

５る
。
ま
た
、
子
孫
が

先
祖
の
戦
功
を
書
き
立
て
た
「
戦
功
覚
書
」
を
利
用
し
て
、
近
世
藩
権
力
に
お
け
る
「
戦
功
書
」
の
伝
承
・
機
能
・
役
割
を
明
ら
か

に
し
た
研

６究
や
、
合
戦
の
記
憶
が
武
士
間
で
共
有
さ
れ
て
い
く
過
程
を
表
す
史
料
と
し
て
「
戦
功
書
上
」
を
位
置
づ
け
る
研

７究
も
登

場
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い

８る
。
そ
の
な
か
で
、
筆
者
も
戦
国
史
研
究
お
よ
び
城
郭
研
究
の
観

点
か
ら
、
数
少
な
い
城
郭
関
係
史
料
と
し
て
「
戦
功
覚
書
」
を
活
用
し
、
従
来
不
明
で
あ
っ
た
各
城
の
歴
史
を
解
明
し
て
き

９た
。
こ

の
よ
う
に
、
戦
国
史
研
究
・
中
近
世
移
行
期
研
究
に
と
っ
て
極
め
て
有
用
な
史
料
で
あ
る
「
戦
功
覚
書
」
は
、
ま
だ
数
多
く
埋
も
れ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
発
掘
・
紹
介
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
研
究
の
進
展
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え

て
い
る
。
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こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
館
山
市
立
博
物
館
所
蔵
の
「
里
見
吉
政
戦
功
覚
書
」（
以
下
、「
吉
政
覚
書
」
と
略
す
）

の
紹
介
と
若
干
の
検
討
を
行
い
た
い
。「
吉
政
覚
書
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
館
山
市
立
博
物
館
報
に
て
簡
単
な
紹
介
が
行
わ
れ
て

い
る
も
の

１０の
、
全
二
十
五
ヶ
条
に
も
及
ぶ
そ
の
全
文
は
未
紹
介
で
あ
る
。
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
二
月
九
日
、
当
時
七
十
七
歳
の

里
見
吉
政
と
い
う
武
士
が
息
子
で
あ
る
里
見
金
平
・
源
四
郎
宛
て
に
書
い
た
も
の
で
、
桑
田
氏
の
分
類
に
当
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、

「
置
文
式
覚
書
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
吉
政
自
身
が
記
し
た
原
本
と
考
え
ら
れ
、
現
在
は
屏
風
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
長
さ
か
ら
も
と
は
巻
子
本
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
屏
風
に
張
り
付
け
ら
れ
た
後
世
の
説
明
書
き
に
よ
る
と
、
い
つ
の
頃
か
ら
か

「
公
家
の
家
」
に
流
出
し
た
よ
う
で
、
そ
の
後
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ
古
書
市
場
に
出
回
っ
た
も
の
を
館
山
市
立
博
物
館
が
購
入
し
現

在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
天
正
期
の
東
国
で
の
合
戦
を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
か
ら
秀
吉
の
九
州
攻
め
、
小

田
原
合
戦
、
九
戸
政
実
の
乱
、
関
ヶ
原
の
戦
い
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
数
々
の
戦
功
と
と
も
に
失
敗
談
・
教
訓
も
記
さ
れ
る
な
ど
、

極
め
て
豊
富
な
内
容
を
持
つ
稀
有
な
史
料
と
な
っ
て
お
り
、
広
く
学
界
に
紹
介
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
判
断
し
た
。
な
お
、
調
査

を
進
め
る
な
か
で
見
出
し
た
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
の
里
見
吉
政
関
係
史
料
も
合
わ
せ
て
紹
介
し
た
い
。

一

里
見
吉
政
と
そ
の
子
孫
に
つ
い
て

「
吉
政
覚
書
」
を
執
筆
し
た
里
見
吉
政
と
は
、
い
か
な
る
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。

前
掲
館
山
市
立
博
物
館
報
に
よ
る
と
、
吉
政
は
江
戸
初
期
成
立
と
さ
れ
る
軍
記
物
「
管
窺
武
鑑
」
に
登
場
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
は
上
野
国
里
見
郷
（
現
群
馬
県
高
崎
市
上
里
見
周
辺
）
を
本
国
と
す
る
武
士
で
、
関
東
か
ら
一
年
間
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牢
人
し
た
後
、
同
じ
上
野
の
武
士
で
あ
る
夏
目
舎
人
を
頼
り
上
杉
景
勝
家
臣
の
藤
田
信
吉
の
配
下
に
な
っ
た
。
天
正
十
八
年
（
一
五

九
〇
）
の
小
田
原
合
戦
時
、
吉
政
は
旧
領
回
復
を
景
勝
に
願
っ
た
よ
う
で
、
景
勝
は
浅
野
長
吉
に
そ
の
旨
を
伝
え
、
さ
ら
に
長
吉
が

家
康
に
伝
え
た
こ
と
に
よ
り
、
家
康
か
ら
里
見
郷
を
宛
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
井
伊
直
政
が
高
崎
を
拝
領
し
た
時
に
吉
政
は
家
康
か

ら
直
政
に
預
け
ら
れ
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
活
躍
し
佐
和
山
（
彦
根
）
へ
移
住
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
慶
長
七
年
、
狼
藉
事
件
を
起
こ

し
た
夏
目
舎
人
が
里
見
郷
の
吉
政
の
も
と
へ
行
き
隠
れ
た
と
も
い

１１う
。
そ
の
他
、「
上
野
国
郡
村
誌
」「
上
州
古
城
塁
記
」
に
も
吉
政

に
関
す
る
記
述
が
あ
る

１２が
、「
管
窺
武
鑑
」
と
ほ
ぼ
同
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
情
報
は
以
上
の
通
り
だ
が
、
今
回
紹
介
す
る
「
吉
政
覚
書
」
の
内
容
を
踏
ま
え
て
関
連
史
料
の
調
査

を
進
め
た
と
こ
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
名
に
仕
え
な
が
ら
数
々
の
合
戦
に
参
加
し
、
最
終
的
に
は
彦
根
藩
井
伊
家
の
重
臣
に
な
っ
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

里
見
氏
は
、
も
と
も
と
は
上
野
国
箕
輪
を
本
拠
と
す
る
国
衆
長
野
氏
被
官
の
可
能
性
が
高
い
。
箕
輪
の
長
純
寺
文
書
の
な
か
に
、

弘
治
三
年
に
記
さ
れ
た
長
純
寺
再
建
の
際
の
奉
加
帳
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に「
里
見
衆
」が
登
場
し
て
い
る
た
め
で
あ

１３る
。
た
だ
、

吉
政
の
具
体
的
な
動
き
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
「
吉
政
覚
書
」
に
記
さ
れ
た
天
正
四
年
（
一
五
七
六
。
あ
る
い
は
五
年

か
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
、
二
十
六
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
数
え
年
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
吉
政
は
天
文
二
十
年
（
一

五
五
一
。
あ
る
い
は
二
十
一
年
か
）
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
正
四
年
段
階
で
は
北
条
氏
照
に
仕
え
て
お
り
、
そ
の
後
北
条

氏
邦
、
滝
川
一
益
、
上
野
国
衆
安
中
氏
を
経
て
再
び
北
条
氏
に
仕
え
た
後
、
一
時
期
上
方
に
牢
人
し
て
秀
吉
の
九
州
攻
め
に
従
軍
し

た
よ
う
で
あ
る
。
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
合
戦
の
時
に
は
浅
野
長
吉
軍
に
加
わ
り
再
び
関
東
に
下
る
が
、
家
康
関
東

入
国
後
は
井
伊
直
政
に
仕
え
、
そ
の
ま
ま
井
伊
氏
家
臣
と
し
て
関
ヶ
原
の
戦
い
後
、
彦
根
へ
と
移
住
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
吉
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政
の
通
称
お
よ
び
官
途
名
に
つ
い
て
は
、
初
め
は
右
衛
門
尉
を
名
乗
っ
て
お
り
、
天
正
十
年
〜
慶
長
五
年
の
間
に
喜
兵
衛
に
、
慶
長

九
〜
十
二
年
に
内
蔵
丞
を
名
乗
っ
た
こ
と
が
、「
吉
政
覚
書
」
お
よ
び
【
史
料
１
〜
６
】
か
ら
判
明
し
た
。

そ
れ
で
は
、
彦
根
藩
時
代
の
吉
政
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
関
係
史
料
を
見
る
と
、
単
な
る
藩
士
で
は
な
く
、

藩
政
初
期
の
重
臣
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

ま
ず
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
の
分
限
帳
で
は
「
御
供
（
詰
）
之
衆
」
の
中
に
見
え
、
五
百
石
の
禄
高
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

１４る
。

慶
長
九
年
九
月
十
一
日
に
は
、
井
伊
直
政
の
息
子
で
あ
る
井
伊
直
継
（
直
勝
）
か
ら
直
政
以
来
の
知
行
で
あ
る
上
野
国
内
と
近
江
神

埼
郡
本
庄
村
内
・
犬
上
郡
甘
呂
村
の
五
百
石
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
先
の
五
百
石
の
中
身
だ
ろ
う
（【
史
料
１
】）。
慶
長

十
年
、
彦
根
藩
で
家
老
鈴
木
石
見
守
を
め
ぐ
る
家
中
騒
動
が
起
き
、
家
中
は
二
分
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
石
見
方
へ
肩
入
れ
し
た
衆
の

中
に
そ
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き

１５る
。
慶
長
十
二
年
九
月
二
十
七
日
に
は
、
近
江
浅
井
郡
中
野
村
内
・
坂
田
郡
抜
木
村
内
で
三
百
石

を
加
増
さ
れ
て
お
り
（【
史
料
２
】）、
慶
長
十
二
年
分
限
帳
で
は
「
詰
衆
」
と
し
て
上
野
に
て
五
十
石
の
記
載
が
あ

１６る
。
同
十
四
年

カ
九
月
五
日
に
は
、
浅
野
長
政
か
ら
草
津
―
佐
和
山
間
に
お
け
る
馳
走
に
対
す
る
礼
状
を
貰
っ
て
い
る
（【
史
料
６
】）。
慶
長
十
六

年
七
月
三
日
に
は
、
在
江
戸
の
井
伊
直
孝
に
祝
言
の
見
舞
を
贈
っ
て
い
る
（【
史
料
４
】）。
同
年
十
月
六
日
に
は
、
井
伊
直
継
か
ら

近
江
愛
知
郡
吉
田
村
内
等
で
二
百
石
を
加
増
さ
れ
、
都
合
千
石
の
大
身
家
臣
に
な
っ
た
（【
史
料
３
】）。
こ
の
頃
、
彦
根
城
内
内
曲

輪
佐
和
口
近
く
に
屋
敷
を
構
え
た
よ
う
で
あ

１７る
。
慶
長
十
九
年
、
大
坂
冬
の
陣
を
前
に
し
て
井
伊
直
継
は
知
行
地
で
あ
る
上
野
国
安

中
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
が
、
吉
政
は
そ
れ
に
つ
き
従
い
上
野
へ
下
向
し
て
い
る（【
史
料

１８５
】）。
そ
の
翌
年
、
井
伊
直
継
に
代
わ
っ

て
井
伊
直
孝
が
家
督
を
継
承
し
二
代
目
（
廃
嫡
さ
れ
た
直
継
を
含
め
れ
ば
三
代
目
）
彦
根
藩
主
と
な
る
と
、
直
継
は
分
藩
さ
れ
た
安

中
藩
の
藩
主
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
吉
政
は
安
中
か
ら
再
び
彦
根
に
戻
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
十
月
に
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は
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
直
孝
か
ら
勘
当
さ
れ
、
多
賀
大
社
の
慈
性
に
預
け
ら
れ
て
い
る

１９が
、
同
四
年
に
は
復
帰
し
て
お

２０り
、
同

九
年
の
松
平
忠
直
改
易
に
伴
う
越
前
北
庄
出
陣
計
画
で
は
千
石
で
「
鑓
奉
行
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

２１る
。

こ
の
よ
う
に
、
彦
根
藩
井
伊
家
の
重
臣
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
吉
政
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
何
ら
か
の
理
由
で
彦
根
か
ら
離
れ
、
郷

里
の
上
野
国
里
見
郷
へ
戻
っ
て
い
る
。
し
ば
ら
く
里
見
郷
で
暮
ら
し
た
後
、
隣
の
秋
間
村
へ
移
住
し
、
手
習
い
等
の
指
南
を
し
て
生

計
を
立
て
、
そ
の
ま
ま
秋
間
に
て
死
去
し
、
善
応
寺
と
い
う
寺
に
葬
ら
れ
た
よ
う
で
あ

２２る
。「
吉
政
覚
書
」
は
、
晩
年
の
上
野
在
住

時
代
に
書
か
れ
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
。

以
上
が
、
こ
れ
ま
で
に
判
明
し
た
吉
政
の
人
生
で
あ
る
。
従
来
の
彦
根
藩
研
究
で
も
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
武
士
だ

が
、
彦
根
藩
家
老
の
木
俣
氏
や
西
郷
氏
、
岡
本
氏
ら
に
次
ぐ
藩
政
初
期
の
重
臣
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
、
吉
政
の
子
孫
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
ま
ず
は
「
吉
政
覚
書
」
の
宛
所
で
あ
る
里
見
金
平
・
源
四
郎
だ
が
、
源
四
郎
は
管

見
の
限
り
未
確
認
だ
が
、
金
平
は
先
述
し
た
元
和
九
年
の
越
前
北
庄
出
陣
計
画
の
時
、
二
百
石
で
中
野
三
季
助
組
に
て
出
陣
予
定

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

２３る
。
な
お
、
同
じ
二
百
石
で
里
見
平
七
郎
な
る
人
物
が
み
え
る

２４が
、
彼
は
「
慈
性
日
記
」
に
登
場
す
る

「
里
見
平
七
」
と
同
一
人
物
だ
ろ

２５う
。
金
平
の
兄
弟
か
、
あ
る
い
は
息
子
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
慶
安
四
年
家
並
帳
で
は
四
百
石
で
里
見
武
右
衛
門
が
、
二
百
石
で
里
見
弥
次
左
衛
門
が
み
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
吉
政

の
子
孫
だ
ろ

２６う
。
延
宝
六
年
、
家
臣
団
が
困
窮
を
藩
主
に
訴
え
た
こ
と
が
徒
党
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
両
人
は
改
易
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
元
禄
十
年
に
帰
参
が
許
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
に
両
人
と
も
落
髪
し
、
弥
次
右
衛
門
は
医
師
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い

２７る
。
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
の
分
限
帳
に
は
、
七
十
石
で
里
見
犀
介
が
み
ら
れ

２８る
。
彼
は
、
同
十
二
年
の
小
前
帳

に
よ
り
、
犬
上
郡
敏
満
寺
村
内
・
坂
田
郡
八
幡
中
山
村
内
で
七
十
石
を
録
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

２９る
。
こ
の
里
見
犀
介
が
吉
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政
関
係
史
料
（【
史
料
１
〜
６
】）
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
井
伊
家
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

３０ら
、
彼
が
吉
政
の
子
孫
に
あ
た

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
の
里
見
氏
の
動
向
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
里
見
吉
政
は
最
終
的
に
は
千
石
を
有
す
る
彦
根
藩
政
初
期
の
重
臣
だ
っ
た
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
彦
根
藩
を

離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
の
子
孫
は
彦
根
藩
士
と
し
て
続
い
た
も
の
の
、
数
百
石
か
ら
数
十
石
程
度
の
中
小
家
臣
と
な
っ
て
幕
末

ま
で
続
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

二
「
吉
政
覚
書
」
の
内
容
概
観

「
吉
政
覚
書
」
は
全
二
十
五
ヶ
条
に
も
及
ぶ
長
大
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
内
容
の
全
面
的
な
検
討
は
他
日
に
期
す
こ
と
と

し
、
こ
こ
で
は
簡
潔
に
内
容
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

第
一
条
で
は
、「
吉
政
覚
書
」
を
書
く
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
申
し
立
て
る
の
は
い

か
が
な
も
の
か
と
思
う
が
、
第
一
に
子
孫
の
た
め
、
第
二
に
若
い
こ
ろ
諸
国
を
修
業
し
た
の
に
今
で
は
そ
の
甲
斐
も
な
く
面
目
な
い

も
の
の
、
そ
の
あ
り
ま
し
を
記
し
て
お
く
、
と
し
て
い
る
。

第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
は
、
天
正
四
年
・
五
年
（
あ
る
い
は
五
年
・
六
年
か
）
の
下
野
小
山
で
の
合
戦
・
出
来
事
に
つ
い
て
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
三
条
か
ら
、
吉
政
が
天
正
四
年
時
点
で
北
条
氏
照
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
吉
政
二
十
六
才
の
時
で

あ
る
。
天
正
四
年
五
月
に
結
城
晴
朝
・
太
田
道
誉
・
梶
原
政
景
ら
が
北
条
方
の
小
山
を
攻
撃
し
て
き
た
。
こ
の
時
、
吉
政
は
軍
律
を

犯
し
て
勝
手
な
行
動
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
。
命
か
ら
が
ら
逃
げ
か
え
っ
た
も
の
の
、
味
方
に
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
て
し
ま
っ
た
よ
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う
で
、
約
束
事
は
絶
対
に
破
っ
て
は
い
け
な
い
と
伝
え
て
い
る
。
第
四
条
で
は
、
翌
天
正
五
年
閏
七
月
の
結
城
晴
朝
に
よ
る
小
山
・

榎
本
攻
撃
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
敵
方
の
有
名
な
武
将
を
討
ち
取
る
な
ど
の
活
躍
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
五
条
で
は
、
小

山
に
逗
留
中
の
出
来
事
と
し
て
、
軍
律
を
犯
し
て
捕
縛
・
監
禁
さ
れ
て
い
た
大
田
十
左
衛
門
と
い
う
武
士
が
脱
獄
し
た
時
に
、
裸
に

て
立
ち
向
か
い
組
み
止
め
る
と
い
う
手
柄
を
挙
げ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
小
山
で
は
敵
に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め

日
夜
頻
繁
に
小
競
り
合
い
が
起
き
て
い
て
、
手
柄
と
認
定
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
し
た
が
今
で
は
何
の
役
に
も
立
っ
て
い

な
い
と
歎
き
、
若
い
者
は
主
人
の
命
令
を
守
っ
て
き
ち
ん
と
奉
公
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。
第
六
条
は
、
小
山
祇

園
城
に
番
手
と
し
て
詰
め
て
い
た
時
に
、
尾
張
の
牢
人
荻
谷
氏
と
の
間
で
起
き
た
旗
指
物
の
相
論
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
氏
照
の
も
と
を
去
っ
た
吉
政
は
北
条
氏
邦
に
仕
え
た
が
、
そ
の
時
期
の
こ
と
を
記
し
た
の
が
第
七
条
で
あ
る
。
天
正
八

年
、
氏
邦
が
沼
田
城
を
抱
え
て
い
た
時
、
小
川
可
遊
斎
が
謀
反
を
起
こ
し
て
真
田
昌
幸
に
付
い
て
武
田
勝
頼
に
従
属
し
た
。
そ
れ
を

受
け
て
昌
幸
は
沼
田
へ
出
陣
し
、
利
根
川
の
渡
河
点
で
あ
る
後
閑
橋
に
て
氏
邦
方
と
合
戦
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
吉
政
は
大
活
躍
を
し

た
よ
う
で
、
そ
の
様
子
を
誇
ら
し
げ
に
語
っ
て
い
る
。

第
八
条
に
は
、
天
正
十
年
三
月
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
吉
政
は
こ
の
頃
氏
邦
の
も
と
か
ら
も
離
れ
、
上
野
里
見
郷
に
引
き

籠
っ
て
い
た
が
、
織
田
信
長
に
よ
る
武
田
氏
攻
め
に
乗
じ
て
近
隣
の
国
衆
小
幡
信
定
が
三
月
十
日
に
安
中
領
へ
出
陣
し
て
き
た
た

め
、
そ
れ
を
迎
え
撃
ち
、
多
く
の
敵
を
討
ち
取
る
な
ど
大
活
躍
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
吉
政
は
上
野
に
入
部
し
て
き
た
滝
川
一
益
に
仕
え
た
が
、
そ
の
頃
の
様
子
を
記
し
た
の
が
第
九
条
・
第
十
条
で
あ
る
。

第
九
条
で
は
、
本
能
寺
の
変
に
よ
り
一
益
が
上
洛
す
る
際
に
、
沼
田
城
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
起
き
た
滝
川
儀
大
夫
と
藤
田
信
吉
と
の

争
い
を
調
停
す
る
な
ど
活
躍
し
た
こ
と
、
第
十
条
で
は
、
神
流
川
の
戦
い
の
時
に
物
見
な
ど
を
し
て
活
躍
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
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る
。第

十
一
条
に
は
、
天
正
壬
午
の
乱
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
吉
政
は
一
益
の
も
と
を
離
れ
安
中
氏
に
仕
え
、
北
条
軍
に
加
わ
っ

て
信
濃
へ
出
陣
し
た
。
北
条
軍
は
信
濃
川
中
島
ま
で
進
軍
し
た
が
、
そ
の
軍
勢
の
な
か
で
安
中
氏
と
小
幡
氏
と
の
関
係
を
調
整
す
る

な
ど
使
者
と
し
て
活
躍
し
た
よ
う
で
あ
る
。

第
十
二
条
に
は
、
天
正
十
一
年
十
一
月
に
起
き
た
北
条
軍
に
よ
る
上
野
金
山
城
攻
め
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
討
死
し

た
江
戸
遠
山
氏
の
同
心
中
条
出
羽
守
の
死
骸
を
敵
と
引
き
合
い
、
首
を
敵
か
ら
守
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
以
後
、
吉
政
は
関
東
を

離
れ
、
上
方
へ
上
っ
た
。

上
方
へ
と
向
か
っ
た
吉
政
は
、
今
度
は
秀
吉
の
九
州
攻
め
の
軍
勢
に
加
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
十
三
条
・
第
十
四
条
で

九
州
攻
め
の
概
要
を
記
し
た
後
、
第
十
五
条
で
は
、
天
正
十
五
年
四
月
十
七
日
に
日
向
の
高
城
で
豊
臣
軍
と
島
津
軍
の
戦
い
が
起
き

た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
吉
政
は
豊
後
口
・
日
向
口
と
は
違
う
方
面
に
い
た
の
で
詳
細
は
知
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
第
十

六
条
で
は
、
初
め
に
秀
吉
に
よ
る
筑
前
岩
石
城
攻
め
の
様
子
を
記
し
た
後
、
薩
摩
へ
と
至
る
秀
吉
の
進
軍
行
程
を
長
々
と
記
し
て
い

る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
吉
政
自
身
の
動
き
が
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
単
に
従
軍
し
て
い
た
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
、

特
に
戦
功
を
挙
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
吉
政
覚
書
」
の
な
か
で
、
こ
の
九
州
攻
め
に
関
す
る

記
述
の
み
、
吉
政
自
身
の
動
向
が
不
明
瞭
で
あ
る
点
は
若
干
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

九
州
攻
め
か
ら
三
年
後
の
天
正
十
八
年
、
今
度
は
小
田
原
合
戦
が
起
き
る
が
、
吉
政
は
浅
野
長
吉
軍
に
加
わ
っ
て
再
び
関
東
に
下

向
し
た
。
そ
の
時
、
武
蔵
忍
城
攻
め
に
参
加
し
て
戦
功
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
様
子
が
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
に
記
さ
れ
て
い

る
。
第
十
七
条
は
、
浅
野
長
吉
衆
と
し
て
参
陣
し
た
と
い
う
事
実
の
み
を
記
し
た
短
い
も
の
だ
が
、
第
十
八
条
で
は
、
忍
城
皿
尾
口
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攻
撃
の
時
に
本
城
の
方
ま
で
吉
政
自
身
が
攻
め
入
っ
た
こ
と
と
と
も
に
真
田
昌
幸
が
失
態
を
犯
し
た
こ
と
が
、
第
十
九
条
で
は
忍
城

行
田
口
で
の
戦
い
で
活
躍
し
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
は
、
天
正
十
九
年
の
陸
奥
九
戸
城
攻
め
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
忍
城
攻
め
の
後
、
吉
政
は
井
伊
直

政
に
仕
え
た
よ
う
で
あ
る
。
第
二
十
条
で
は
、
吉
政
自
身
の
戦
功
で
は
な
く
、
九
戸
城
攻
め
で
の
井
伊
軍
の
活
躍
が
他
の
大
名
家
と

の
対
比
の
な
か
で
描
か
れ
て
い
る
。
第
二
十
一
条
で
は
、
九
戸
城
へ
攻
め
寄
せ
た
時
に
、
井
伊
氏
家
臣
の
広
原
助
左
衛
門
が
鉄
砲
に

撃
た
れ
負
傷
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
二
十
二
条
で
は
、
九
戸
城
を
包
囲
し
て
い
る
最
中
に
、
井
伊
氏
家
臣
の
宇
津
木
治
部

右
衛
門
が
法
度
に
違
反
し
て
勝
手
な
行
動
を
と
っ
た
た
め
、
直
政
が
成
敗
を
命
じ
た
が
、
浅
野
長
吉
の
嘆
願
に
よ
り
許
さ
れ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

第
二
十
三
条
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
の
吉
政
の
活
躍
に
つ
い
て
で
あ
る
。
文
意
が
取
り
づ
ら
い
内
容
だ
が
、
大
活
躍
を
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
二
十
四
条
で
は
、
関
ヶ
原
で
直
政
が
負
傷
し
た
時
も
そ
の
場
へ
駆
け
つ
け
、
相
応
の
働
き
を
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。

最
後
の
第
二
十
五
条
で
は
、
吉
政
が
両
親
の
た
め
自
分
の
た
め
子
孫
の
た
め
を
思
い
、
日
本
全
国
一
国
に
三
部
ず
つ
法
華
経
を
奉

納
し
た
こ
と
、
国
元
の
里
見
郷
に
六
十
六
個
の
経
塚
を
造
り
、
本
塚
と
合
わ
せ
て
六
十
七
の
塚
を
造
り
残
し
た
こ
と
を
記
し
、
こ
れ

ら
を
末
代
ま
で
絶
や
し
て
は
い
け
な
い
と
伝
え
て
い
る
。
お
経
は
諸
寺
社
の
経
蔵
・
宝
殿
に
籠
め
置
い
た
の
で
、
子
孫
の
人
は
後
世

に
所
望
し
て
拝
見
す
る
よ
う
に
、
と
も
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
菩
提
の
た
め
と
思
い
、
大
俗
の
身
と
し
て
お
経
を
納
め

て
、
右
の
条
々
に
少
し
で
も
偽
り
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
お
経
の
功
徳
は
無
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
私
の

思
い
を
よ
く
よ
く
汲
み
取
り
考
え
る
よ
う
に
、
と
伝
え
て
結
ん
で
い
る
。
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文
意
が
と
り
づ
ら
く
難
解
な
箇
所
も
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
非
常
に
興
味
深
い
内
容
を
持
つ
史
料
で
あ
る
。
里
見
吉
政
と

い
う
名
も
な
き
一
武
士
の
戦
歴
・
人
生
が
実
に
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
う
え
に
、
戦
国
時
代
の
合
戦
の
実
態
が
事
細
か
に
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
特
筆
さ
れ
よ
う
。

三
「
吉
政
覚
書
」
か
ら
わ
か
る
こ
と
、
考
え
ら
れ
る
こ
と

「
吉
政
覚
書
」
の
内
容
は
実
に
興
味
深
い
も
の
の
、
あ
く
ま
で
寛
永
五
年
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
史
料
と
し
て
の
信
憑

性
を
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
関
係
が
、
他
の
史
料
で
も
確
認
で
き
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
を

簡
潔
に
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、「
吉
政
覚
書
」
に
は
、
第
七
条
の
天
正
八
年
の
沼
田
で
の
合
戦
や
、
第
十
条
の
神
流
川
の
戦
い
、
第
十
一
条
の
天
正
壬
午

の
乱
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
七
条
の
九
州
攻
め
、
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
の
忍
城
攻
め
、
第
二
十
条
・
第
二
十
二
条
の
九
戸
城
攻

め
、
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
の
関
ヶ
原
の
戦
い
な
ど
、
著
名
な
合
戦
や
城
攻
め
の
様
子
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
起
き
た

年
月
の
記
載
も
事
実
で
あ
る
。
細
か
い
戦
功
に
つ
い
て
は
確
認
す
る
こ
と
が
難
し
い
が
、
井
伊
家
家
老
の
岡
本
半
介
・
喜
庵
や
鈴
木

石
見
な
ど
の
証
人
の
存
在
を
記
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
な
ど
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
事
実
と
み
て
よ
く
、
史
料
と

し
て
の
信
憑
性
は
十
分
あ
る
と
判
断
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
注
目
す
べ
き
部
分
を
い
く
つ
か
検
討
し
た
い
。

第
一
条
・
第
二
条
に
は
、
結
城
氏
の
小
山
攻
め
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
第
一
条
が
天
正
四
年
、
第
二
条
が
天
正
五
年
の
出
来

事
と
し
て
い
る
。
通
説
で
は
、
北
条
氏
照
が
祇
園
城
に
入
城
し
た
の
は
天
正
五
年
二
月
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
近
年
関
係
史
料
を
再
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検
討
し
た
黒
田
基
樹
氏
に
よ
り
、
そ
れ
が
天
正
四
年
二
月
の
出
来
事
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

３１る
。
第
一
条
で

は
、
北
条
方
の
小
山
を
結
城
氏
が
攻
撃
す
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
黒
田
氏
が
指
摘
し
た
年
代
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
頃
の
小
山
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
を
考
え
る
う
え
で
も
貴
重
な
史
料
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
吉
政
の
年
齢
の
計

算
や
結
城
氏
の
北
条
方
か
ら
の
離
反
の
時
期
が
合
わ
な
い
な
ど
、
な
お
要
検
討
と
い
え
よ
う
。

第
九
条
で
は
、
天
正
十
年
の
沼
田
開
城
を
め
ぐ
る
滝
川
・
藤
田
・
真
田
氏
の
動
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。
実
は
こ
の
こ
と
を
物
語
る

一
次
史
料
は
管
見
の
限
り
存
在
せ
ず
、
従
来
は
軍
記
物
で
あ
る
「
管
窺
武
鑑
」
の
記
述
に
頼
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
藤
田
信

吉
が
沼
田
城
奪
還
を
目
指
し
て
奇
襲
し
た
も
の
の
、
滝
川
方
に
撃
退
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。「
吉
政
覚
書
」の
内
容
は
、「
管
窺
武
鑑
」

と
若
干
異
な
っ
て
い
る
が
、
本
人
の
実
体
験
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
吉
政
覚
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
の
方
が
事
実
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
十
一
条
で
は
、
北
条
軍
の
川
中
島
進
出
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
牧
之
島
城
に
在
城
し
て
い
た
真
田
隠
岐
守
（
加
津
野
昌

春
）
を
北
条
軍
が
「
引
取
」
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
昌
春
は
、
天
正
十
年
七
月
二
十
七
日
以
前
は
上
杉
方
だ
っ
た
が
、

同
日
ま
で
に
北
条
氏
に
通
じ
て
上
杉
氏
に
逆
意
を
企
て
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
も
の
の
、
当
時
の
動
向
に
は
不
明
な
点
が
多

い
と
さ
れ

３２る
。「
吉
政
覚
書
」
の
記
述
は
、
従
来
の
情
報
と
見
事
に
合
致
す
る
う
え
に
、
昌
春
が
当
初
牧
之
島
城
に
在
城
し
て
い
た

と
い
う
新
事
実
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、
興
味
深
い
。
ま
た
、「
信
州
侍
十
三
頭
」
と
い
う
の
が
登
場
し
て
い
る
が
、
こ

れ
も
同
年
七
月
十
八
日
付
け
黒
澤
繁
信
書
状
に
登
場
す
る
「
く
に
衆
真
田
・
高
坂
・
塩
田
其
外
信
州
衆
十
三
頭
」
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

３３る
。

第
十
二
条
に
記
さ
れ
て
い
る
、
天
正
十
一
年
十
一
月
の
金
山
城
で
の
合
戦
も
新
情
報
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
同
年
十
月
に
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由
良
・
長
尾
氏
が
北
条
氏
か
ら
離
反
、
十
一
月
に
は
佐
竹
氏
と
協
力
し
て
北
条
方
の
小
泉
城
を
攻
撃
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
。「
吉
政
覚
書
」
を
信
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
間
に
北
条
氏
に
よ
る
金
山
城
攻
め
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
江
戸
遠
山
氏

同
心
の
中
条
出
羽
守
が
こ
の
時
に
討
死
し
た
と
す
る
情
報
も
新
情
報
で
あ

３４る
。

第
十
六
条
に
記
さ
れ
て
い
る
秀
吉
の
九
州
攻
め
の
行
程
も
興
味
深
い
。
従
来
、
秀
吉
は
薩
摩
川
内
ま
で
出
陣
し
た
と
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
し
か
し
、「
吉
政
覚
書
」
で
は
、
さ
ら
に
奥
へ
と
進
み
薩
摩
伊
集
院
ま
で
出
陣
し
た
と
し
て
い
る
。
実
は
『
豊
前
覚
書
』

に
も
秀
吉
が
伊
集
院
ま
で
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

３５り
、
こ
の
こ
と
も
新
事
実
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
十
二
条
で
は
、
九
戸
城
攻
め
の
際
に
宇
津
木
治
部
右
衛
門
が
法
度
を
犯
し
た
話
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
慶
長
十
九
年

九
月
十
六
日
付
け
の
治
部
右
衛
門
書
状
で
治
部
右
衛
門
自
ら
が
認
め
て
い
る
た

３６め
、
事
実
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
は
、
吉
政
関
係
史
料
と
し
て
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
「
管
窺
武
鑑
」
の
内
容
と
齟
齬
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
も
そ
も
、「
管
窺
武
鑑
」
で
は
井
伊
直
政
が
佐
和
山
に
移
っ
た
後
の
慶
長
七
年
に
吉
政
が
上
野
里
見
郷
に
い
た
と
す
る
記

述
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
確
な
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
、「
吉
政
覚
書
」
で
は
、
関
東
を
離
れ
て
豊
臣
軍
に
加
わ
り
九
州
攻
め

に
従
軍
し
、
小
田
原
合
戦
時
に
は
浅
野
長
吉
軍
に
加
わ
っ
て
関
東
へ
下
向
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、「
管
窺
武
鑑
」
で
は
先
述

し
た
よ
う
に
小
田
原
合
戦
前
は
上
杉
景
勝
家
臣
の
藤
田
信
吉
の
配
下
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。「
管
窺
武
鑑
」
は
、
そ
の
他
の

点
で
も
信
憑
性
に
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、「
吉
政
覚
書
」
の
方
が
事
実
を
記
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

な
お
、「
吉
政
覚
書
」
は
登
場
人
物
が
非
常
に
多
い
。
著
名
人
も
い
れ
ば
、
他
史
料
で
も
確
認
困
難
な
人
物
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
が
、
な
か
で
も
第
四
条
・
第
五
条
に
登
場
す
る
石
原
主
膳
は
注
目
さ
れ
る
。
彼
は
一
点
の
み
だ
が
北
条
氏
関
係
史
料
に
「
加
勢
衆
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鉄
炮
」
と
し
て
そ
の
名
が
み

３７え
、
小
田
原
合
戦
後
に
井
伊
家
に
仕
え
彦
根
藩
初
期
の
重
臣
と
な
っ
て
い

３８る
。
彼
も
吉
政
と
同
様
、
戦

国
期
の
文
書
史
料
に
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
人
物
な
が
ら
、
藩
政
初
期
に
重
臣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
う
し
た
武
士
た

ち
の
存
在
と
動
向
を
中
近
世
移
行
期
の
問
題
と
し
て
深
め
て
い
く
こ
と
も
必
要
だ
ろ

３９う
。

こ
の
よ
う
に
、「
吉
政
覚
書
」
は
史
料
と
し
て
の
価
値
が
高
い
う
え
に
新
情
報
が
多
く
含
ま
れ
る
な
ど
、
戦
国
史
研
究
・
中
近
世

移
行
期
研
究
に
と
っ
て
非
常
に
有
用
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
吉
政
覚
書
」
か
ら
読
み
取
れ
る

興
味
深
い
論
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
た
い
。

ま
ず
は
、
当
時
の
武
士
の
存
在
形
態
お
よ
び
大
名
軍
隊
の
内
実
で
あ
る
。
吉
政
が
主
人
を
度
々
替
え
て
渡
り
歩
く
武
士
だ
っ
た
こ

と
に
注
目
し
た
い
。「
吉
政
覚
書
」
に
は
、
他
に
も
元
成
田
氏
家
老
の
手
島
氏
や
尾
張
牢
人
の
荻
谷
氏
、
上
野
牢
人
の
北
氏
な
ど
が

登
場
し
て
お
り
、
本
国
を
離
れ
て
大
名
家
を
渡
り
歩
く
「
牢
人
」
と
呼
ば
れ
る
武
士
が
一
程
度
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

こ
か
ら
、
近
世
的
な
「
家
臣
」
の
よ
う
な
主
従
制
的
な
概
念
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
武
士
の
存
在
形
態
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
４０う

。
ま
た
、
吉
政
自
身
が
そ
う
だ
が
、
彼
ら
は
戦
国
期
の
文
書
史
料
に
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
存
在
で
あ
る
も
の
の
、
実
際
の
戦

場
の
最
前
線
で
活
躍
し
て
お
り
、
時
に
大
名
軍
隊
の
「
物
頭
」
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
吉
政
の
よ
う
な
人

物
が
、
大
名
領
国
「
境
目
」
の
警
備
や
最
前
線
の
城
へ
の
加
勢
な
ど
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う

に
「
吉
政
覚
書
」
に
は
、
流
動
的
な
「
牢
人
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
成
り
立
つ
大
名
軍
隊
の
実
態
が
描
か
れ
て
お
り
、
表
舞
台
に

登
場
し
な
い
彼
ら
の
よ
う
な
存
在
が
、
実
は
戦
国
期
の
戦
争
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
当
時
の
武
士
を
考
え
る
う
え
で
注
目
し
た
い
の
は
、
吉
政
の
動
き
は
流
動
的
で
あ
る
も
の
の
、「
国
本
」が
存
在
し
、

そ
こ
に
「
引
籠
」
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
た
場
合
、
帰
る
場
所
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
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く
他
の
「
牢
人
」
た
ち
も
同
様
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

東
国
地
域
史
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
点
も
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
境
目
」
と
し
て
の
下
野
小
山
の
実
態
で
あ
る
。「
吉

政
覚
書
」
で
は
、
小
山
の
軍
事
的
緊
張
状
況
が
実
に
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
実
は
他
の
「
戦
功
覚
書
」
で
も
小
山
を
め
ぐ
る

合
戦
の
数
々
が
描
か
れ
て
お
り
、
当
時
の
小
山
の
重
要
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
、「
吉
政
覚
書
」
に
は
「
土
塔
塚
」
や
「
喜
沢
」

な
ど
の
地
名
が
登
場
し
て
い
る
が
、
他
の
「
戦
功
覚
書
」
で
も
多
く
の
地
名
が
登
場
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
か
ら
戦
国
期
小
山
の
空
間

構
造
を
一
程
度
復
元
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
総
じ
て
、
こ
う
し
た
史
料
を
駆
使
し
な
が
ら
戦
国
期
東
国
に
お
け
る
小
山
の
位
置

付
け
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

城
郭
研
究
や
合
戦
論
の
観
点
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
一
点
目
は
、
当
時
の
城
の
曲
輪
名
や
構
造
が
わ
か
る
点
で
あ

る
。
第
十
二
条
に
は
金
山
城
の
「
本
丸
と
ん
て
い
（
呑
嶺
）」
と
各
屋
敷
が
、
第
十
八
条
・
第
十
九
条
に
は
忍
城
の
「
皿
尾
口
」「
行

田
口
」「
桜
馬
場
」「
本
城
」
が
登
場
す
る
。
そ
の
他
の
「
戦
功
覚
書
」
に
も
、
こ
う
し
た
当
時
の
城
郭
の
具
体
的
な
姿
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
が
多
く
、
数
少
な
い
城
郭
関
係
史
料
と
し
て
も
「
戦
功
覚
書
」
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
改
め
て
期
待
さ
れ
る
。

二
点
目
は
、
防
御
施
設
と
し
て
の
「
し
ほ
り
」＝
仕
寄
が
度
々
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
野
戦
時
の
み
な
ら
ず
城
内
の
曲
輪
に
も

設
営
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
合
戦
に
お
け
る
仕
寄
の
重
要
性
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
他
に
も
「
吉
政
覚
書
」
か
ら
浮
か
び
上
が
る
事
実
や
論
点
は
多
い
が
、
最
後
に
不
明
点
・
疑
問
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
た
い
。

ま
ず
、「
吉
政
覚
書
」
に
は
彦
根
藩
時
代
の
こ
と
が
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
藩
政
初
期
に
は
重

臣
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
活
躍
ぶ
り
に
つ
い
て
の
記
述
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
不
明

だ
が
、「
吉
政
覚
書
」
は
、
基
本
的
に
は
過
去
の
戦
功
を
書
き
だ
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
関
ヶ
原
の
戦
い
以
降
合
戦
に
参
加
し
て
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い
な
い
吉
政
に
と
っ
て
、
彦
根
藩
時
代
の
こ
と
を
書
く
必
要
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
あ
え
て
記
さ
な
か
っ
た

理
由
と
い
う
の
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
、
吉
政
が
最
終
的
に
彦
根
藩
か
ら
「
牢
人
」
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
吉
政
が
、
な
ぜ
重
臣
と
し
て
の
地
位
を
捨
て
、
郷
里

で
あ
る
上
野
国
里
見
郷
へ
戻
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
も
先
述
し
た
よ
う
に
、
元
和
二

年
に
一
度
井
伊
直
孝
か
ら
勘
当
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
吉
政
は
再
度
直
孝
と
衝
突
し
て
し
ま
い
、
結
果
「
牢
人
」
し
た
と
考
え
ら

れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。「
吉
政
覚
書
」
に
、
彦
根
藩
時
代
の
こ
と
を
あ
え
て
書
か
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
理
由
も
十
分

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

最
後
の
第
二
十
五
条
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
不
明
な
点
が
多
い
。
吉
政
は
、
諸
国
の
寺
社
に
法
華
経
を
奉
納
し
、
里
見
郷
に
本
塚

と
合
わ
せ
て
六
十
七
基
の
経
塚
を
築
い
た
と
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
六
十
六
部
聖
の
活
動
を
し
て
い
る
訳
だ
が
、
こ
れ
は
吉
政
自
身

が
諸
国
を
廻
っ
た
の
か
、
ま
た
は
誰
か
に
廻
ら
せ
た
の
か
。
経
塚
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
を
一
体
ど
う
や
っ
て
築
い
た
の

か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
法
華
経
や
経
塚
は
現
存
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
世
初
期
の
六
十
六
部
聖
の
活
動
実
態
と
合
わ
せ
て
、
検
討

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ

４１う
。

お
わ
り
に

以
上
、「
吉
政
覚
書
」
の
紹
介
と
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
。
解
釈
が
難
し
い
部
分
も
多
く
、
い
ま
だ
内
容
の
正
確
な
理
解
に
達
し

て
い
な
い
た
め
、
吉
政
の
動
向
を
よ
り
詳
細
に
跡
付
け
、
他
の
「
戦
功
覚
書
」
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
今
後
も
検
討
を
続
け
て
い
き

（１０７）
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た
い
。

注
１

高
柳
光
壽
「
近
世
初
期
に
於
け
る
史
学
の
展
開
」（
同
『
高
柳
光
壽
史
学
論
文
集
（
下
）』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
。
初
出
一
九
三

九
年
）。

２

桑
田
忠
親
「
御
伽
衆
と
近
世
古
記
録
の
成
立
」「
覚
書
の
分
類
と
実
例
」（
同
『
大
名
と
御
伽
衆
』
有
精
堂
、
一
九
六
九
年
。
初
出
一
九

四
二
年
）。

３

金
子
拓
「
覚
書
の
時
代
」（
同
『
記
憶
の
歴
史
学

史
料
に
見
る
戦
国
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
一
年
）。

４

こ
の
ほ
か
、
新
行
紀
一
氏
は
武
士
た
ち
の
「
自
分
史
」
と
評
価
し
て
注
目
し
て
い
る
（
同
「
戦
国
三
河
武
士
の
「
自
分
史
」」『
歴
史
研

究
』
第
四
五
・
四
六
号
（
愛
知
教
育
大
学
）、
二
〇
〇
〇
年
）。

５

鳥
居
和
郎
「
桜
井
武
兵
衛
覚
書
に
つ
い
て
―
内
容
と
そ
の
成
立
背
景
の
検
討
―
」（『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
―
人
文
科
学
―
』

第
三
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
武
内
雅
人
「「
佐
賀
伊
賀
働
書
」
史
料
解
題
の
改
訂
お
よ
び
補
遺
」（『
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
紀
要
』

第
三
二
号
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。

６

野
口
朋
隆
「
先
祖
の
戦
功
を
め
ぐ
る
「
御
家
」
内
の
動
向
に
つ
い
て
」（
同
『
近
世
分
家
大
名
論
―
佐
賀
藩
の
政
治
構
造
と
幕
藩
関
係
―
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
。
初
出
二
〇
〇
六
年
）。

７

前
掲
注
（
３
）
金
子
著
書
。

８

こ
の
他
に
も
、
長
屋
隆
幸
「「
戦
功
書
上
」
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
織
豊
期
研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）
が
、
大
坂
の
陣
に
お

け
る
「
戦
功
書
上
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

９

拙
稿
「
岩
付
太
田
氏
と
難
波
田
城
」（
黒
田
基
樹
編
『
岩
付
太
田
氏
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
三
年
。
初
出
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
上
野
国

高
山
城
の
基
礎
的
研
究
」（
佐
藤
博
信
編
『
中
世
房
総
と
東
国
社
会
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二
年
）。
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
城
郭
研
究
に
お
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い
て
も
、
た
と
え
ば
豊
臣
軍
に
よ
る
伊
豆
山
中
城
攻
め
の
様
子
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
『
渡
辺
水
庵
覚
書
』
な
ど
、「
戦
功
覚
書
」
を
使
っ

た
研
究
は
一
程
度
存
在
し
て
い
る
が
、
城
郭
研
究
全
体
と
し
て
積
極
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

１０
「
収
蔵
資
料
紹
介

里
見
吉
政
の
覚
書
」（
館
山
市
立
博
物
館
報
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
発
見
伝
」
六
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）。

１１
「
管
窺
武
鑑
」（
黒
川
真
道
編
『
上
杉
三
代
軍
記
集
成

越
後
史
集

地
』
聚
海
書
林
、
一
九
八
三
年
、
六
二
二
・
六
二
三
頁
）。

１２
『
上
野
国
郡
村
誌
一
〇

碓
氷
郡
』（
群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会
、
一
九
八
四
年
、
八
四
・
九
〇
頁
）、「
上
州
故
城
壘
記
」（『
群
馬
県
史

料
集
』
別
巻
（
Ⅰ
）
古
城
誌
篇
、
群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会
、
一
九
七
〇
年
、
一
九
六
頁
）。

１３
「
長
純
寺
文
書
」（
山
崎
一
『
群
馬
県
古
城
塁
史
の
研
究
』
補
遺
上
、
群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会
、
一
九
七
九
年
、
三
二
九
頁
）。

１４
「
井
伊
年
譜
」（『
彦
根
市
史
』
史
料
編
近
世
一
、
二
二
三
号
）。

１５
「
木
俣
留
」（『
彦
根
市
史
』
史
料
編
近
世
一
、
一
〇
九
号
）。

１６
「
井
伊
年
譜
」（『
彦
根
市
史
』
史
料
編
近
世
一
、
二
二
四
号
）。

１７
「
藩
士
新
古
家
並
記
」（『
彦
根
市
史
』
通
史
編
近
世
、
六
三
頁
）。

１８

な
お
、「
中
村
達
夫
氏
所
蔵
文
書
」（『
彦
根
市
史
』
史
料
編
近
世
一
、
二
二
五
号
）
か
ら
も
、
吉
政
が
松
下
右
衛
門
尉
や
小
野
八
右
衛

門
ら
と
共
に
安
中
へ
向
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

１９
『
史
料
纂
集

慈
性
日
記
』
第
一
巻
、
五
三
頁
。

２０
『
史
料
纂
集

慈
性
日
記
』
第
一
巻
、
九
七
・
九
八
頁
。
な
お
、
こ
の
他
に
も
数
回
「
慈
性
日
記
」
に
登
場
し
て
い
る
。

２１
「
中
村
達
夫
氏
所
蔵
文
書
」（『
彦
根
市
史
』
史
料
編
近
世
一
、
二
二
六
号
）。
な
お
、
同
文
書
に
は
「
里
見
内
蔵
允
騎
馬

壱
人
」
と
い

う
記
載
も
あ
る
。

２２
「
円
成
院
住
持
覚
書
」（
滝
川
恒
昭
「
史
料
紹
介

江
戸
期
の
房
総
里
見
氏
顕
彰
活
動
に
関
す
る
新
史
料
―
越
前
鯖
江
里
見
家
家
伝
文
書

（
来
翰
集
）の
紹
介
―
」同『
平
成
１９
年
度
千
葉
県
長
期
研
修
生
研
究
報
告
書

房
総
中
世
史
に
関
す
る
史
料
の
発
掘
と
教
材
化
の
視
点
』、

二
〇
〇
八
年
、
一
七
号
）。
同
史
料
に
は
「
彦
根
牢
人
之
由
ニ
而
里
見
内
蔵
之
助
与
申
仁
」
と
あ
り
、
興
味
深
い
。
な
お
、
滝
川
恒
昭
氏

の
ご
教
示
に
よ
る
と
、
善
応
寺
は
現
在
廃
寺
と
な
っ
て
お
り
、
正
確
な
場
所
も
不
明
で
あ
る
と
い
う
。

（１０９）

館
山
市
立
博
物
館
所
蔵
「
里
見
吉
政
戦
功
覚
書
」
の
紹
介
と
検
討



２３

前
掲
注
（
２１
）。

２４

前
掲
注
（
２１
）。

２５
『
史
料
纂
集

慈
性
日
記
』
第
一
巻
、
一
二
六
頁
。

２６
「
彦
根
市
立
図
書
館
所
蔵
文
書
」（『
彦
根
市
史
』
史
料
編
近
世
一
、
二
二
七
号
）。

２７
「
彦
根
市
立
図
書
館
所
蔵
文
書
」（『
彦
根
市
史
』
史
料
編
近
世
一
、
四
〇
九
号
）。

２８
「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」（『
彦
根
市
史
』
史
料
編
近
世
一
、
二
二
九
号
）。

２９
「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」（『
彦
根
市
史
』
史
料
編
近
世
一
、
二
三
二
号
）。

３０
「
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
」
三
一
、
一
二
六
〜
三
一
、
一
三
一
号
の
表
紙
に
記
載
あ
り
。
彦
根
城
博
物
館
提
供
の
写
真
版
に
よ
る
。

３１

黒
田
基
樹
「
下
野
国
衆
と
小
田
原
北
条
氏
」（
栃
木
県
立
文
書
館
編
『
戦
国
期
下
野
の
地
域
権
力
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）。

３２
「
上
杉
景
勝
朱
印
状
写
」（『
上
越
市
史
』
別
編
二
、
二
四
八
九
号
、
景
勝
公
御
書
十
三
）。
な
お
、
平
山
優
『
天
正
壬
午
の
乱

本
能
寺

の
変
と
東
国
戦
国
史
』（
学
研
、
二
〇
一
一
年
）
二
八
七
・
二
八
八
頁
を
参
照
。

３３
「
黒
澤
繁
信
書
状
」（『
戦
国
遺
文

後
北
条
氏
編
』
二
三
七
七
号
、
甲
斐
国
志
付
録
三
）。

３４

彼
は
、「（
天
正
十
年
カ
）
七
月
七
日
付
け
北
条
氏
直
書
状
写
」（『
戦
国
遺
文

後
北
条
氏
編
』
二
三
六
五
号
、
小
田
原
編
年
録
附
録
四
）

に
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
時
に
討
死
し
た
と
す
る
と
、「
天
正
十
二
年
十
月
二
日
付
け
北
条
氏
朱
印
状
」（『
戦
国
遺
文

後
北
条
氏
編
』

四
、
九
五
八
号
、）
に
登
場
す
る
「
一
騎

中
条
」
は
、
出
羽
守
と
は
別
人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

３５
『
博
多
筑
前
史
料

豊
前
覚
書
』（
文
献
出
版
、
一
九
八
〇
年
）
五
一
頁
。

３６
「
宇
津
木
文
書
」（『
彦
根
市
史
』
史
料
編
近
世
一
、
二
三
八
号
）。

３７
「
北
条
氏
照
書
状
」（『
戦
国
遺
文

後
北
条
氏
編
』
三
九
二
一
号
、
秋
山
断
氏
所
蔵
文
書
）。

３８

彦
根
城
博
物
館
編
『
侍
中
由
緒
帳
』
第
四
巻
（
一
九
九
七
年
）、
石
原
甚
五
左
衛
門
家
。

３９

な
お
、
第
五
条
に
登
場
す
る
狩
野
主
膳
の
息
子
は
、
井
伊
氏
家
臣
木
俣
家
に
養
子
入
り
し
て
彦
根
藩
家
老
と
な
っ
た
木
俣
守
安
で
あ
る

（
彦
根
城
博
物
館
編
『
侍
中
由
緒
帳
』
第
一
巻
、
木
俣
清
左
衛
門
家
）。
同
じ
く
上
野
国
出
身
で
後
に
彦
根
藩
家
老
と
な
る
岡
本
家
の
祖
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岡
本
喜
庵
も
第
八
条
に
登
場
し
て
お
り
、
戦
国
期
以
来
吉
政
と
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宇
津
木
氏
も
上
野
武
士
で
あ
る
。

４０

こ
の
点
で
、
藤
田
達
生
氏
が
検
討
し
た
「
渡
り
歩
く
武
士
」
で
あ
る
真
鍋
氏
の
事
例
も
同
様
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
（「
渡
り
歩
く
武

士
」
同
『
日
本
近
世
国
家
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
二
〇
〇
〇
年
）。

４１

こ
れ
に
関
し
て
、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
十
一
月
に
駿
河
国
衆
岡
部
久
綱
が
全
国
に
奉
納
し
た
、
六
十
六
部
の
廻
国
納
経
の
経
筒

が
飛
騨
国
と
石
見
国
に
現
存
し
て
い
る
（『
野
田
市
史

資
料
編
中
世
二
』
五
号
、
牧
胤
太
郎
氏
所
蔵
。
六
号
、
南
八
幡
宮
所
蔵
）。
解
説

に
よ
る
と
、
実
際
に
廻
国
し
て
納
経
し
た
の
は
、
阿
波
国
の
雲
遍
寺
の
僧
侶
で
あ
る
と
い
う
。
吉
政
の
場
合
も
同
様
に
納
経
し
た
可
能
性

が
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
経
筒
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
糟
谷
幸
裕
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

付
記館

山
市
立
博
物
館
、
彦
根
城
博
物
館
か
ら
は
、
所
蔵
史
料
を
紹
介
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ご
許
可
を
得
た
。
ま
た
、
本
稿
執
筆
・
史

料
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
千
葉
歴
史
学
会
の
皆
様
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
に
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。
な

お
、
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（１１１）

館
山
市
立
博
物
館
所
蔵
「
里
見
吉
政
戦
功
覚
書
」
の
紹
介
と
検
討



★
里
見
吉
政
戦
功
覚
書
（
館
山
市
立
博
物
館
所
蔵
。
①
〜
㉕
は
筆
者
が
便
宜
上
付
し
た
も
の
で
あ
る
）

（
後
筆
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

里
見
家
伝
説
古
文
書

古
来
公
家
江
伝
わ
る

寛
永
五
年
二
月（

マ
マ
）

五
日

里
見
吉
政
筆

里
見
金
平

里
見
源
四
郎

宛

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

①
一
、
我
が
身
を
我
と
申
立
候
事
如
何
に
候
」得
共
、
第
一
ハ
子
孫
の
た
め
、
第
二
に
は
我
等
若
」き
時
分
、
諸
国
修
業
い
た
し
候
、

其
甲
斐
」
も
無
之
事
、
無
面
目
と
申
な
か
ら
、
有
」
増

（
記
し
）

し
る
し
置
申
事
、

②
一
、
昔
の
事
申
立
候
ニ
及
不
申
候
得
共
、
元
を
」
不
申
立
候
得
者
、
理
聞
へ
不
申
間
、
如
此
候
、」
北
条
陸
奥
守
小
田
原
よ
り

（
幾
応
）

い
く
わ
う
と
」
乍
申
、
陸
奥
切
取
被
申
候
城
数
の
分
、
下
」
総
の
内
古（

河
）

賀
・
栗
橋
二
ヶ
所
ニ
而
候
、
其
よ
り
」
下
野
の
内
小
山
・

（
榎
本
）

ゑ
の
も
と
二
ヶ
所
、
中
に
も
」
小
山
の
城
敵
ノ
手
崎
近
候
事
、

③
一
、
寛
永
五
年
よ
り
五
拾
弐
年
以
前
五
月
」
五
日
に
、

（
結
城
晴
朝
）

治
倫
両
国
の
人
数

（
語
ら
い
）

か
た
ら
ひ
候
て
、」
小
山
・
ゑ
の
も
と
へ
は
た
ら
か
れ

千
葉
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候
而
、
其
引
足
」
に
小
山
領
分
頓
而
城
近
所
に（

喜
）

木
沢
と
申
」
在
所
御
座
候
、
引
足
の
人
数
太
田（

道
誉
）

三
楽
・
同
」（

政
景
）

梶
原
父
子
の
人
数

立
置
候
而
、
其
内
よ
り
」
郷
人
に

（
紛
れ
）

ま
き
れ
候
て
、

（
切
所
）

せ
つ
所
向
へ
と
り
越
せ
、」
父
子
の
人
数
立
置
候
、
人
数
引
か
け
打
可
申
」
手

立
に
て
候
、
此
方
ニ
而
も
色
々
さ
ん
た
ん
申
候
へ
共
、」
手
立
ハ
尤
候
得
共
、
各
指
物
を
置
候
而
、
敵
味
方
」
は
れ
か
ま
し
き
儀

ニ
候
間
、
手
柄
次
第
に
」
馬
上
よ
り
突
お
と
し
候
て
、
如
何
に
も
し
た
」
る
く
無
之
は
し
た
な
く
い
た
し
候
儀
、
能
」
よ
く
申
合

候
処
ニ
、
人
馬
を

（
選
び
）

ゑ
ら
ひ
拾
三
騎
」
乗
込
申
候
、
其
内
拙
者
儀
者
参
候
内
ニ
而
無
之
」
候
へ
共
、
一
言
武
者
大
将
よ
り
拾
弐
騎
之

衆
ニ
」
被
申
候
儀
、
御
座
候
を
、

（
無
体
）

む
た
い
に
使
ニ
参
候
、
よ
く
」
あ
し
く
、
其
内
ニ
而
名
名
字
申
間
敷
由
ニ
候
」
壱
人
馬
上
ニ
而

（
突
き
落
と
し
）

つ
き
お
と
し
、
申
合
を
違
候
て
」下
立
候
而
、

（
首
）

く
ひ
を
取
ハ
捕
候
へ
と
も
、
馬
に
乗
せ
」不
申
、
鑓
先
数
々
に
て

（
突
き
伏
せ
ら
れ
）

つ
き
ふ
せ
ら
れ
、

弥
以
」
敵

（
気
負
い
）

き
ほ
ひ
申
所
ニ
死
人
之
事
ハ
不
及
申
、
馬
」
ま
て

（
折
り
重
な
り
）

お
り
か
さ
な
り
候
て
、
と
り
申
候
、
不
及
是
」
非
我
等
馬
を
入
、
馬

と
死
人
の
間
か
け
わ
け
」
申
候
内
に
、
お
み
左
右
衛
門
と
申
人
、
手
負
申
候
、
数
々
」
の
敵
手
負
と
我
等
ニ

（
頻
り
に
食
い
つ
き
）

し
き
り
に
く
い
つ
き

申
候
、」
我
等
共
手
柄
を
以
て
あ
ま
り
無
了
簡
候
」
間
、
其
上
ニ
而
茂
、
我
等
馬
を
入
返
し
、
其
内
に
」
手
負
を
も
上
せ
申
候
、

我
等
も
存
命
候
、」
是
ハ
子
孫
之
者
ニ
申
伝
候
、

（
仮
初
）

か
り
そ
め
ニ
も
申
」
合
を
違
申
候
ハ
ぬ
物
に
て
候
、
我
か
身
を
」
壱
人
立
可
申

候
所
存
ニ
而
、
命
を

（
失
い
）

う
し
な
ひ
」
申
候
、
我
等
事
敵
味
方
ニ
而
手
柄（

致
し
）

い
た
」
し
候
と
其
時
分
批
判
の

（
由
）

よ
し
承
候
、
此
」
奥
ニ
誓
句

在
之
事
ニ
候
間
、
一
言
も
偽
」
申
間
敷
候
、
我
等
廿
六
之
事
ニ
而
候
」
事
、

④
一
、
寛
永
五
年
よ
り
五
拾
壱
年
以
前
之
事
」
に
て
候
、
此
時
も
後
の
七
月
十
七
日
ニ
結
城

（
晴
朝
）

治
」
倫
常
陸
・
下
野
両
国
」
の
人
数
を

か
た
ら
」
ひ
候
て
、
小
山
・
ゑ
の
本
領
分
へ
は
た
ら
き
候
て
、
其
」
引
足
に
小
山

（
押
さ
え
）

お
さ
へ
の
た
め
に

（
土
塔
）

と
た
う
塚
と
」
て
大
き
な

る
塚
候
、
其
塚
へ
人
数
を
お
さ
」
へ
ら
れ
へ
き
た
め
過
分
ニ
人
数
被
置
候
所
」
へ
、
小
山
衆

（
土
塔
）

と
た
う
塚
の
お
さ
へ
の
人
数
へ
堤
を
」

越
候
而
、

（
無
体
）

む
た
ひ
に
か
ゝ
り
申
候
、
其
時
我
等
事
」
小
山
人
数
の
内
よ
り

（
抽
ん
で
）

ぬ
き
ん
て
お
さ
へ
の
人
」
数
へ
懸
り
申
候
、
水
谷
伊
勢

（１１３）

館
山
市
立
博
物
館
所
蔵
「
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見
吉
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戦
功
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書
」
の
紹
介
と
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内
衆
に
て
長
野
」伊
与
と
申
仁
も

（
抽
ん
で
）

ぬ
き
ん
て
我
等
と
鑓
を
」合
申
候
、
忝
も
心
は
せ
と
ハ
乍
申
随
分
手
」柄
を
も
い
た
し
候
内
ニ
、

（
押
さ
え
）

お
さ
へ
の
人
数
ハ
大
」
勢
ニ
而
、
小
山
人
数
ハ
小
勢
に
て
候
哉
、
南
の
手
」
崎
よ
り
崩
候
而
、
我
等
ハ
北
の
手
崎
に
て
候
」
間
、

（
若
干
）

そ
く
は
く
の
手
柄
に
て
堤
の
内
迄
敵
」
を
引
か
け
の
き
申
候
、
壱
人
な
ら
す
の
手
柄
」
に
て
無
之
候
得
共
、
何
茂
同
前
ニ
堤
の
内

ニ
而
」
返
し
候
而
、
両
国
ニ
而
隠
も
な
き
覚
の
人
ニ
而
候
」
あ
つ
木
左
京
亮
と
申
仁
馬
よ
り
突
て
落
し
、」
則
父
子
共
ニ
討
捕
申

候
、
小
山
方
ニ
而
手
負
」
三
人
御
座
候
、
其
内
ニ
岸
源
十
郎
と
申
者
」
手
負
申
候
、
其
外
石
原
主
膳
・
我
等
共
に
」
三
人
手
負
御

座
候
、
敵
に
て
ハ
歴
々
の
衆
」
弐
人
討
死
申
候
、
此
父
子
の
頸
小
山
へ

（
貰
い
）

も
ら
ひ
」
に
参
候
、
其
使
者
ニ
結
城
よ
り
申
越
候
ハ
、
昨

日
」（

土
塔
）

と
た
う
塚
に
て
の
敵
味
方
手
柄
之
内
ニ
白
」（

撓
い
）

し
な
ひ

（

白

御

幣

）

し
ろ
お
ん
へ
い
御
指
候
方
名
名
字
」を
能
々
聞
候
而
参
候
得
と
被
申
由
、

敵
地
よ
り
」
申
越
候
、
就
其
壱
人
ハ
武
蔵
忍
の
牢
人
に
」
手
島
左
馬
介
と
申
人
ニ
而
候
、

（

白

御

幣

）

し
ろ
お
ん
へ
い
」
ハ
西
上
野
牢
人
ニ
北

小
次
郎
と
申
人
に
て
候
」
由
、
小
山
よ
り
書
付
越
申
候
由
候
、
何
事
も
昔
事
」
不
入
義
ニ
候
へ
共
、
如
此
候
、
一
言
成
共
偽
り
」

有
之
間
敷
候
、
此
奥
ニ
而
し
れ
可
申
候
、
某
廿
」
七
歳
の（

年
）

稔
に
て
候
事
、

⑤
一
、
是
ハ
武
辺
道
之
事
ニ
無
之
候
得
共
、
小
山
ニ
」
逗
留
申
候
内
之
儀
ニ
候
間
、
書
立
置
申
候
、

（
例
え
ば
）

た
と
ヘ
ハ
」
大
田
十
左
衛
門
与

申
者
、
陸
奥
守
よ
り
狩
野
」
主
膳
ニ
預
ケ
被
置
候
処
ニ
、
両
度
迄
右
之
」
十
左
衛
門
法
度
を
背
候
間
、
不
召
捕
候
ハ
て
ハ
」
不
叶

者
之
儀
候
間
、
狩
野
源
十
郎
・
石
原
」
主
膳
両
人
我
等
へ
談
合
被
申
候
ハ
、
余
儀
」
事
に
て
も
無
御
座
候
、
十
左
衛
門
ハ
年
比
と
」

申
其
身
柄
と
申
我
等
事
若
年
ニ
候
間
、」（

頼
も
し
く
）

た
の
も
し
く
存
、
別
而
等
閑
不
申
候
、
此
筋
目
」
を
以
テ
我
等
へ
被
申
候
間
、
不
遁
能
々

請
相
」
候
て
安
々
候
と
召
捕
申
候
、
様
子
者
第
一
ハ
理

（
屈
）

く
ツ
」
第
二
に
は
迚
も
申
分
成
間
敷
候
ハ
ゝ
、
自
是
」
走
候
へ
と
ま
か
せ

か
け
申
候
間
、
能
々
同
心
候
を
」
無
異
議
召
捕
申
候
、
ケ
様
之
儀
者
、
人

（
カ
）

毎
真
」
し
か
ら
す
可
被
思
召
候
へ
共
、
其
者
日
数
延
」

候
て
、
歴
々
番
衆
有
な
か
ら
小
手
高
手
二
重
」

（
縄
）

な
わ
ま
て

（
垂
ら
し
）

た
ら
し
候
て

（
首
）

く
ひ
ね
を
も
引
」
の
し
筒
持
に
打
付
我
等（

寝
屋
）

ね
や
へ
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（
駆
け
込
み
）

か
け
こ
み
」
申
候
処
ニ
、
我
等

（

裸

）

は
た
か
に
て（

起
き
）

お
き

（
相
組
み
）

あ
ひ
く
み
」
申
候
得
共
、（

助
け
）

す
け
取
無
之
候
間
、（

組
み
）

く
ミ
な
か
ら
す
」
け
と
り
〳
〵

と
（
呼
ば
わ
り
）

よ
は
ゝ
り
候
へ
共
、
兼
而
彼
も
の
」
手

（
並
）

な
み
を
存
候
間
、
す
け
取
無
御
座
候
処
ニ
、」
石
原
主
膳
折
節
狩
野
源
十
郎
ニ
と
ま
り

合
」
程
近
候
と
申
な
か
ら
か
け
こ
み
被
参
候
而
す
」
け
と
り
に
て
候
、
此
仕
形
後
ニ
陸
奥
守
聞
被
」
申
候
而
、
戦
場
の

（
稼
ぎ
）

か
せ
き
ハ

覚
悟
の
前
ニ
候
か
、
存
」
ま
う
け
さ
る（

寝
屋
）

ね
や
へ（

飛
び
）

と
ひ
入
申
候
剛
の
者
を
」
は
た
か
に
て

（
組
み
止
め
）

く
ミ
と
め
候
事
七
度
之
鑓
に
ハ
」（

増
し
）

ま
し
た

る
（
由
）

よ
し

（
褒
美
）

ほ
う
ひ
ニ
預
り
申
候
、
是
も
」
我
等
廿
七
歳
之
時
に
て
候
事
、」
小
山
之
事
、
方
々
よ
り
敵
数
多
候
間
、
日
夜
」
共
ニ
か

け
合

（
繁
く
）

し
け
く
候
、
只
今
の
世
上
ニ
候
ハ
ゝ
、」
場
所
に
も
成
可
申
候
儀
共
、
細
々
御
座
候
へ
共
、」
数
々
之
儀
ニ
候
間
、
不
及
其
儀

候
、
扨
々
不
入
苦
身
」
い
た
し
候
、
只
今
何
之
便
ニ
も
成
不
申
候
、
あ
ま
り
」
残
念
候
之
間
、
書
置
申
候
、
若
き
者
き
め
い
に
」

（
対
し
）

た
い
し
奉
公
之
道
嗜
可
申
事
、

⑥
一
、
下
野
小
山
之
城
へ
切
々
番
手
に
参
候
時
」
分
、
か
り
そ
め
な
か
ら
尾
張
浪
人
ニ
荻
谷
」
と
申
仁
指
物
ニ
宝
珠
の
玉
を
金
ニ
候

て
出
し
ニ
」
仕

（

白

御

幣

）

し
ろ
お
ん
へ
い
に
て
候
、
是
ハ
久
々
の
さ
し
」
物
ニ
候
、
大
家
中
の
事
ニ
候
得
者
、
小
山
ニ
而
我
」
等
さ
し
物

（

酒

林

）

さ
か
は
や
し
を
金
ニ
候
て
出
し
に
」
仕
し
ろ
お
ん
へ
い
に
て
候
、
其
時
荻
谷
色
々
」
さ
し
物
之
事
理
申
候
へ
共
、
我
等
同
心
不
」

申
候
、
久
々
の
出
入
に
て
候
、
其
内
ニ
か
ぬ
ま
と
申
」
所
へ
陸
奥
守
よ
り
加
勢
に
鉄
炮
の
者
百
廿
」
人
付
候
而
右
の
荻
谷
物
頭
ニ

而
参
候
時
分
、
案
」
内
の
衆
二
人
候
て
六
具
を
堅
め
参
候
而
申
」
様
此
上
は（

我
を
折
る
）

か
を
折
候
由
申
候
て

（
暇
乞
い
）

い
と
ま
こ
い
」
に
さ
し
物
を

申
請
度
由
候
て
、
樽
肴
持
参
候
」
而
色
々
懇
望
候
間
、
不
及
是
非
気
味
能
」
さ
し
物
を
出
申
候
、
其
よ
り
我
等
し
ろ
お
ん
」
へ
い

相
止
申
候
、

⑦
一
、
北
条
陸
奥
守
手
前
引
切
候
而
よ
り
」（

鉢
形
）

八
方
北
条

（
氏
邦
）

安
房
守
上
野
之
内（

沼
。以
下
同
じ
）

泥
田
を
」
相
抱
被
申
候
、
泥
田
之
内
ニ
小
川

（
可
遊
斎
）

か
ゆ
う
さ
い
」
と
申
も
の
八
方
へ

（
謀
反
）

む
ほ
ん
を
い
た
し
、
真
田
」

（
昌
幸
）

阿
波
守
ニ
付
候
而
武
田
勝
頼
へ
身
上
引
」
替
申
候
ニ
付
而
、
八
方
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安
房
守
泥
田
仕
置
之
」
た
め
泥
田
へ
被
参
逗
留
被
申
候
内
、
真
田
」
阿
波
守
西
上
野
之
人
数
信
州（

佐
久
）

さ
く
」

（

小

県

）

ち
い
さ
か
た
の
人
数
を

以
テ
泥
田
へ
四
月
八
日
」
に
被
打
出
、
則
後
閑
と
申
所
ニ（

利
根
）

と
ね
川
ニ
大
な
る
」
橋
御
座
候
、
北
条
安
房
守
よ
り
橋
向
に
お
ひ
」

（
夥
し
く
）

た
ゝ
し
く

（
仕
寄
）

し
ほ
り
を
二
重
立
ら
れ
候
所
を
、」
真
田
自
身（

乗
り
）

の
り
懸
ら
れ
候
て
入
替
〳
〵
」
橋
向
を（

攻
め
）

せ
め
ら
れ
候
て
終
に
し
ほ
り
を

一
重
」
真
田
へ
取
被
申
候
、
残
而
一
重
御
座
候
、
然
共
橋
」
の
此
方
に
歴
々
衆
物
頭
有
な
か
ら
一（

支
え
）

さ
ゝ
」
へ
も
な
く

（
取
ら
れ
）

と
ら
れ
候

事
、
余
見
苦
候
間
、」
若
き
時
分
と
申
見
兼
候
而
黒
澤
帯
刀
・
」
富
永
勘
解
由
左
衛
門
・
我
等
共
ニ
三
人
鑓
三
本
」
に
て
つ
い
て

懸
り
候
て
、
し
ほ
り
取
返
シ
申
候
、」
三
人
の
内
に
其
場
可
然
所
ニ
而
我
等
ハ
手
」
負
申
候
、
某
廿
九
歳
之
年
に
て
候
、
随
分
」

（
稼
ぎ
）

か
せ
き
申
候
、
敵
と
申
も
敵
に
よ
り
申
候
」

（
形
の
如
く
）

か
た
の
こ
と
く

（
働
き
）

は
た
ら
き
申
候
へ
ハ
こ
そ
取
」
返
シ
申
候
、
橋
を
越
候
時
者

（
召
し
）

め
し
出

し
の
こ
と
く
」
矢
に
も
鉄
炮
に
も
当
り
、

（
或
い
は
）

あ
る
ひ
ハ
手
負
討
」
死
仕
候
、
我
等
共
に
三
人
之
者
ハ
不
思
儀
ニ
」
敵
味
方
は
れ
の
前

に
て
手
前
仕（

退
け
）

の
け
」
申
候
、
ヶ
様
の
巻
物
ハ
末
代
迄
之
事
ニ
而
候
、」
尤
後
閑
の
橋
北
条
安
房
守
方
よ
り
二
重
」
し
ほ
り
い
た
さ

れ
其
橋
爪
を
此
方
よ
り
」
持
申
候
処
ニ
四
月
八
日
に
真
田
安
房
乗
懸
」
入
替
〳
〵
せ
め
ら
れ
候
へ
と
も
黒
澤
帯
刀
・
」
富
永
勘
解

由
左
衛
門
・
我
等
三
人
に
て

（
骨
）

ほ
ね
」
を
折
候
て
其
持
口
存
分
に
持
堅
、
我
等
」
手
負
申
候
、
是
に
数
々
物
語
候
、
此
味
方
」
之
橋

爪
に
歴
々
衆
三
百
斗
候
へ
共
、
此
」
橋
へ
参
候
衆
何
茂
死
申
候
か
、
第
二
に
ハ
手
」
負
申
候
如
何
様
す
な
を
成
儀
無
御
座
候
、」

余
り
見
苦
候
間
、
我
等
棟
梁
に
て
御
座
候
つ
る
、」
此
儀
一
言
も
偽
り
に
て
無
御
座
候
、
日
本
国
々
」
神
も
御
照
覧
候
へ
、
七
代

（
冥
利
）

め
う
り（

尽
き
果
て
）

つ
き
は
」
て
可
申
候
偽
に
て
無
御
座
候
事
、

⑧
一
、
其
よ
り（

鉢
形
）

八
方
を
引
切
候
而
国
本
へ
参
候
而
」
引
籠
居
申
候
内
、
午
の
年
信
長
公
甲
」
州
迄
御
下
向
候
而
、
勝
頼
御
つ
い
ほ
う

被
成
」
候
ニ
付
而
、
勝
頼
内
大
名
小
名
共
に
思
々
に
国
」
本
へ
引
籠
申
候
、
其
内
ニ
小
幡

（
信
定
）

上
総
守
よ
り
」
午
の
三
月
十
日
時
分
安

中
領
分
へ
人
数
を
」
被
出
候
而
、
放
火
を
上
ケ
、
郷
原
の
在
所
へ
小
幡
衆
」
乗
入
候
処
、
我
等

（
指
）

さ
し
物
を
指
候
て
、
松
井
」
田
之
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近
辺

（
名
山
）

な
や
ま
と
申
在
所
の
山
へ
乗
」
上
ケ
、
歩
馬
共
ニ
俄
に
人
数
を

（
集
め
）

あ
つ
め
候
て
、
我
等
」
郷
原
へ
乗
込
、
先
一
番
に
我
等
馬
上

に
て
敵
を
」

（
突
き
伏
せ
）

つ
き
ふ
せ
、
若
き
者
に
頸（

取
ら
せ
）

と
ら
せ
申
候
、
其
よ
り
」
は
や
十
六
取
申
候
、
其
後
近
辺
乗
廻
し
」

（
稼
ぎ
）

か
せ
き
申
候
て
、
上

ケ
口
之
時
分
ハ
五
十
余
討
」
捕
申
候
、
此
儀
者
岡
本
半
介
殿
御
親
父
喜
」
庵
定
而
半
介
殿
へ
も
可
有
御
物
語
候
か
、
申
」
に
く
き

儀
ニ
候
へ
共
、
敵
味
方

（

男

）

お
と
こ
役
之
儀
」
に
て
候
間
、

（
理
無
く
）

わ
り
な
く
書
付
申
候
、
此
旨
半
」
助
殿
へ
も
以
次
手
尋
ね
可
被
申
候
哉
、

於
此
」
一
巻
者
我
等
一
人
の
分
別
棟
梁
取
ニ
而
俄
ニ
」
人
数
を
あ
つ
め
候
而
、
右
之
仕
形
、
其
比
我
等
」
年
三
十
一
歳
時
に
て
候

事
、

⑨
一
、
是
ハ
上
野
の
内
泥
田
に
て
の
事
、
其
時
」
分
ニ
前
橋
よ
り
瀧
川

（
益
氏
）

儀
大
夫
所
へ
加
勢
ニ
」
参
候
、
藤
田（

信
吉
）

能
登
と
瀧
川
儀
大
夫
と

申
」
分
之
事
、
我
等
儀
大
夫
と
能
登
と
の
間
之
」
使
を
い
た
し
候
、
能
登
ハ

（
一
益
）

瀧
川
殿
上
方
へ
御
」
上
り
ニ
候
間
、
我
等
へ
泥
田
之

城
渡
し
返
し
」
可
被
下
之
由
申
候
、
儀
大
夫
申
分
ハ
何
れ
へ
成
」
共
前
橋
よ
り
瀧
川
指
図
次
第
ニ
城
渡
シ
可
申
」
候
由
、
幾
よ
り

も
被
申
張
候
て
渡
し
不
申
候
、」
就
其
儀
大
夫
も
我
等
ニ
使
を
仕
ら
せ
被
申
候
、」
能
登
も
我
等
を

（
好
み
）

こ
の
ミ
候
て
才
学
い
た
さ
せ
」

候
へ
共
、
瀧
川
方
よ
り
沼
田
の
城
真
田
阿
波
」
守
ニ
出
し
被
申
候
之
間
、
六
月
十
三
日
に
西
」
上
野
并

（
佐
久
・
小
県
）

さ
く
ち
い
さ
か
た
の
人
数

加
勢
と
」
し
て
、
真
田
阿
波
守
泥
田
之
城
請
取
に
」
被
参
候
、
其
刻
使
を
い
た
し
候
、
其
験
に
」
候
之
間
、
藤
田
能
登
所
へ
参
候

而
、
能
登
同
家
」
中
之
者
共
ニ（

無
理
）

む
り
に

（
備
え
）

そ
な
へ
を
出
さ
せ
」
此
上
は
迚
も
城
の
望
も
無
之
候
間
、
の
き
」
被
申
候
而
可
然
之
由
、

（
頻
り
に
）

し
き
り
に
我
等
申
候
而
、」
そ
な
へ
を
出
さ
せ
、
其
よ
り
し
て

（
退
か
せ
）

の
か
せ
申
候
、」
其
場
よ
り
乗
返
し
参
候
処
に
、
加
勢
」
之
衆
我

等
を
討
捕
可
申
由
候
而
、
歩
馬
共
に
」
無
際
限
乗
向
申
候
間
、

（
肥
）

こ
へ
田
の
中
を
乗
」
渡
し
石
塚
へ
乗
上
ケ
候
て
我
等
事
里
見
」
右

衛
門
尉
と
申
者
に
て
頃
儀
大
夫
と
藤
田
」
能
登
と
出
入
ニ
付
而
、
我
等
致
使
候
、
侍
ハ
相
」
互
之
儀
ニ
候
間
、
む
り
に

（
退
け
さ
せ
）

の
け
さ
せ
申
候
」

（
無
体
）

む
た
ひ
に
何
角
被
申
候
而
、
一
鑓
一
刀
ハ
其
」
分
に
て
候
、
其
上
ハ
此
内
に
て
物
主
分
之
」
方
と
果
し
可
申
と
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（

夥

し

く

）

お
ひ
た
ゝ
し
く

（

罵

り

）

の
ゝ
」
し
り
申
に
付
而
、
聞
分
候
而
其
場
所
を
済
シ
」
申
候
、
物
頭
長
根
縫
殿
介
と
申
仁
ニ
候
、
右
之
」
出
入
ニ

付
而
、
人
を
討
不
申
候
間
、
手
前
様
子
」申
晴
候
而
よ
り
乗
返
し
申
候
処
へ
、
敵
味
」方
の
わ
け
立
不
申
候
内
へ
乗
懸
被
申
候
而
、」

よ
き
者
と
出
相
随
分

（
骨
）

ほ
ね
を
折
候
て
、」
敵
も
我
等
も

（
逸
足
）

い
ち
あ
し
に
馬
を
出
し
、
其
上
」
馬
を
乗
捨
谷
へ
敵（

飛
び
）

と
ひ
申
候
、
我
等
も

敵
」
も
ろ
共
に

（
崖
）

か
け
へ

（
飛
び
込
み
）

と
ひ
こ
み
、
其
下
ニ
而
終
に
」
其
も
の
打
捕
候
而
よ
り
本
城
へ
参
候
処
ニ
、」
儀
大
夫
一
段
満
足
被
申
候
、

此
比
の

（
骨
）

ほ
ね
折
」
さ
へ
候
に
今
日
之
仕
合
無
心
元
候
之
処
、」
結
構
な
る
高
名
不
及
是
非
之
由
、

（
褒
美
）

ほ
う
ひ
」
の
言
葉
に
て
候
、
今

の
様
ニ
存
候
事
、

⑩
一
、
午
六
月
十
九
日
ニ
瀧
川
と
小
田
原
衆
と
武
」
蔵
さ
い
田
か
原
に
て
の
合
戦
ニ
朝
合
戦
者
」
瀧
川
殿
存
分
ニ
勝
に
て
候
、
其
先

衆
人
」
数
を
上
ケ
引
取
候
事
遅
々
に
付
而
、
瀧
川
」
殿
我
等
を
使
ニ
越
被
申
候
、
重
而
物
見
に
も
」
又
参
候
、
瀧
川
合
戦
之
事
、

能
々
我
等
存
候
」
両
度
共
ニ
使
と
物
見
ニ
付
而
物
語
候
、
此
二
番
」
合
戦
之
懸
口
之
事
、
役
に
立
不
申
候
へ
共
、」
瀧
川
方
へ
随

分
能
奉
公
を
い
た
し
候
事
、」
只
今
も
存
知
の
方
も
可
有
御
座
候
、
殊
」
懸
り
口
に
我
等（

突
き
外
し
？
追
っ
付
け
外
し
？
）

を
つ
き
は
つ
し
馬
に
手
」
負
せ
申

候
、
最
前
は
ほ
ん
の
合
戦
の

（
如
く
）

こ
と
く
」
一
往
馬
よ
り
下
申
候
得
共
、
重
而
の
り
申
候
事
、

⑪
一
、
瀧
川
上
方
へ

（
上
り
）

の
ほ
り
被
申
候
跡
ニ
而
小
田
原
衆
」
人
数
信
州
へ
打
出
し
、
其
よ
り
川
中
嶋
」
迄
人
数
遣
に
て
候
、
真
田

（
昌
春
）

隠
岐
守
山
中
」（

牧
之
島
）

巻
島
と
申
城
に
乗
込
居
申
候
処
ニ
、
景
」
勝
川
中
嶋
へ
打
出
候
、
其
上（

徳
川
家
康
）

大
御
所
様
」
上
の（

諏
訪
）

す
わ
迄
御
馬
出
申
候

由
、
追
々
小
田
原
」
氏
直
迄
申
来
候
間
、
山
中
之
城
よ
り
真
」
田
隠
岐
守
引
取
可
申
た
め
夜

（
備
え
）

そ
な
へ
出
」
申
候
、
夜
崩
の
事
、
信

濃
侍
十
三
頭
之
」
中
ニ
も
先
手
真
田
阿
波
守
二
番
内
藤
」
大
和
三
番
小
幡
四
番
安
中
五
番
和
田
」
此
衆
を
初
と
し
て
十
三
頭
八
幡

原
に
」
そ
な
へ
を
立
候
、
其
夜
崩
申
候
、
我
等
あ
ま
り
」
年
寄
に
て
も
無
御
座
候
へ
共
、
万
事
ニ
不
構
」
安
中
方
よ
り
の
使
に
小

幡
の
手
へ
参
、」
以
来
の
た
め
と
存
、
其
よ
り
乗
返
し
」
安
中
方
を
尋
候
而
小
幡
の
手
へ
見
舞
」
被
申
候
様
ニ
才
学
い
た
し
、
其
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よ
り
内
藤
」
大
和
殿
へ
も
安
中
方
同
道
申
候
処
ニ
、
さ
り
」
と
て
は
内
藤
殿
御
申
候
ハ
、
奇
特
な
る

（
由
）

よ
し
」
安
中
殿
へ

（
褒
美
）

ほ
う
ひ
の

言
葉
に
て
候
、
其
上
」

（
旗
）

は
た
本
へ
結
構
ニ
被
申
上
候
ニ
付
而
、
安
中
方
」
へ
御

（
羽
織
）

は
を
り
御
腰
物
大
小
被
遣
候
、
内
藤
」
大
和
殿
へ

御
鷹
是
も
御
腰
物
大
小
被
為
」
進
之
候
、
我
等
事
、
此
一
陣
安
中
ニ
被
頼
候
」
故
、
罷
立
候
、
其
時
分
我
等
者
里
見
右
衛
門
と
」

申
候
、
安
中
方
被
申
候
者
、
兎
角
右
衛
門
心
」
は
せ
依
而
御

（
褒
美
）

ほ
う
ひ
ニ
預
り
候
之
由
、
別
而
」
喜
悦
被
仕
候
、
虎
口
の
儀
者

（
仮
初
）

か
り
そ
め
ニ
」
も
大
事
之
物
ニ
候
、
子
共
迄
可
相
」
心
得
候
事
、

⑫
一
、
未
の
霜
月
廿
八
日
新
田
の
本
丸

（
呑
嶺
）

と
ん
て
い
」
と
申
所
、
其
屋
敷
新
田
三
蔵
院
、
同
其
」
向
屋
敷
小
金
井
越
前
と
申
仁
の
屋
敷
」

に
て
敵
付
候
而
、
頓
而
此
方
味
方
崩
候
て
、
辻
」
屋
敷
と
申
迄
六
七
町
程
敵

（
気
負
い
）

き
お
ひ
候
」
而（

食
い
）

く
い
付
申
候
、
其
に
て
江
戸
の
遠

山
同
心
ニ
」
世
上
人
々
存
知
候

（
覚
え
の
者
）

お
ほ
へ
の
も
の
ニ
中
條
」
出
羽
守
討
死
仕
候
、
其
場
へ
お
り
あ
ひ
候
て
」

（
骨
）

ほ
ね
折
申
候
、
敵
方
へ

（
首
）

く
ひ

（
取
ら
せ
）

と
ら
せ
ま
し
き
」
と
存

（
死
骸
）

し
か
い
を
引
申
候
、
敵
も
引
申
候
、」
引
相
候
而
終
に
は
此
方
へ
引
勝
候
て
く
ひ
」
を
と
ら
せ
す
候

て
本
意
を（

遂
げ
）

と
け
申
候
、
如
」
形
有
程
の

（
骨
折
り
）

ほ
ね
お
り
申
候
、
某
若
き
時
」
分
之
事
、
其
已
後
ハ
上
方
へ
罷
上
候
間
、」
関
東
之
儀
一

切
ニ
不
存
候
事
、

⑬
一
、
薩
摩
御
陣
最
前
太
閤
様
筑
紫
へ
」
御
下
向
之
刻
、
嶋
津
御

（
静
謐
）

せ
い
ひ
つ
可
被
成
」
に
付
而
、
其
時
之
豊
後
口
御
先
衆
之
事
、

⑭
一
、
中
国
四
国
衆

（
羽
柴
秀
長
）

大
和
大
納
言
殿
大
将
に
て
」
御
陣
被
成
御
押
候
、
中
に
も
大
納
言
殿
御
」
先
衆
之
事
、
大
友
・
黒
田
関
兵
衛
・

蜂
須
賀
」
阿
波
守
・
尾
藤
甚
右
衛
門
・
宮
部

（
善
祥
）

せ
し
や
う
坊
」
右
之
五
人
先
手
に
て
候
、（

安
芸
）

あ
き
の

（
輝
元
）

て
る
も
と
・
」
備
前（

宇
喜
）

う
き
田
・
四

国
衆
、
大
和
大
納
言
殿
御
」
陣
同
前
之
所
に
て
候
事
、

⑮
一
、
四
月
十
七
日
之
夜
日
向
之
内

（

高

城

）

た
か
し
や
う
と
」
申
城
へ
薩
摩
衆
三
万
ニ
而
右
之
先
衆
の
」
人
数
へ
夜

（
懸
け
致
し
）

か
け
い
た
し
候
、
其
時

宮
部
」

（
善
祥
）

せ
し
や
う
坊
無
比
類

（
働
き
）

は
た
ら
き
に
て
四
百
八
」
拾
三
討
捕
被
申
候
、
就
其
太
閤
様
肥
後
」
薩
摩
境
迄
御
押
候
之
処
、
夜
か

（１１９）
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介
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け
の
様
子
」
被
申
上
候
、
其
時
高
野
山
木
食
と
細
川
」
祐
斎
両
人
薩
摩
へ
被
為
遣

（

噯

）

あ
つ
か
ひ
に
」
被
成
候
而
よ
り
九
州
御
静
謐
ニ

罷
成
候
、
我
等
」
ハ
豊
後
口
日
向
口
之
事
、
参
口
違
申
候
間
、」
不
存
候
へ
共
、
様
子
ハ
此
分
に
て
候
由
申
候
、
其
」
口
を
書
置

キ
申
候
事
、

⑯
一
、
太
閤
様

（
赤
間
）

あ
か
ま
か
関
を
三
月
三
日
ニ
御
渡
、」
其
よ
り
豊
前
へ
御

（
上
が
り
）

あ
か
り
候
て
同
豊
前
」
筑
前
御
人
数
御
押
候
て
同
筑
前
之

内
ニ
」

（

岩

石

）

か
ん
し
や
く
と
申
山
城
御
座
候
、
其
近
辺
」
御
人
数
御
押
候
て
大
形
御
陣

（
取
ら
れ
）

と
ら
れ
候
中
ニ
、」
太
閤
様
被
成
御
尋
之
様
子

ハ
、
自
是
敵
之
」
城
へ
何
程
近
き
由
被
成
御
尋
候
処
ニ
、
秋
月
」
と
申
も
の
脇
城
ニ
而

（

岩

石

）

か
ん
し
や
く
と
申
城
御
」
座
候
由
申
上
候

得
ハ
、
是
迄
御
下
向
被
成
候
」
事
城
に
て
不
存
事
ハ
有
間
敷
候
処
ニ
、」
慮
外
者
之
由
御
意
候
而
、
御
自
身
其
近
」
辺
迄
御
出
御

（
旗
本
）

は
た
も
と
御
人
数
御
先
へ
」
押
申
候
、
人
数
を
御
留
候
而
御
意
之
通
は
、」
向
の
二
方
を（

開
け
）

あ
け
候
て
城
之
者（

退
け
）

の
け
さ
せ
」
可
申
候
、

御
前
よ
り
見
へ
申
候
通
蒲
生（

氏
郷
）

飛
騨
」
人
数
へ

（
速
く
）

は
や
く
着
候
而
持
出
候
小
丸
二
ツ
取
」
申
候
、
其
内
ニ
御
前
よ
り
貝
を
御

（
吹
か
せ
）

ふ
か
せ

時
の
」
声
を
細
々
御（

上
げ
）

あ
け
さ
せ
候
間
、
二
方
よ
り
」
取
懸
り
乗
取
申
候
、
其
内
ニ
城
の
者
落
」
候
而
人
は

（
討
た
れ
）

う
た
れ
不
申
候
、
其

時
蒲
生
源
左
」
衛
門
御
目
の
前
ニ
而

（
骨
）

ほ
ね
折
申
候
間
、
其
か
ん
も
」
な
き
御

（
褒
美
）

ほ
う
ひ
ニ
候
、
能
々
見
聞
申
候
、
其
」
よ
り
筑
前
を

御
納
候
而
筑
後
へ
御
馬
」
寄
候
而
筑
後
よ
り
肥
後
へ
御
人
数
寄
」
候
而
、
方
々
日
数
御
取
有
増
被
仰
付
、
其
」
よ
り
薩
摩
の
内
に

て
（
伊
集
院
）

い
し
う
い
ん
と
」
申
所
へ
御
馬
を
よ
せ
ら
れ
、
嶋
津
居
城
迄
」
三
里
御
座
候
、
其
よ
り
大

（
隅
）

す
み
の
国
へ
」
御
押
大
す
み
相
済
申

候
間
、
其
よ
り
山
中
」
道
違
候
而
又
肥
後
之
国
へ
被
成
御
帰
陣
」
候
而
肥
後
之
国
仕
置
急
度
被
仰
付
」
候
而
よ
り
筑
後
筑
前
へ
被

成
御
帰
陣
」
肥
前
方
々
御
仕
置
御
普
請
以
下
思
召
」
ま
ま
に
被
仰
付
、
六
月
未

（
赤
間
）

あ
か
ま
か
関
を
」
御
越
候
而
長
門
之
内
に
久
々
御

逗
留
参
候
」
而
、
四
国
中
国
御
仕
置
有
程
被
仰
付
、
其
」
よ
り
上
方
へ
被
成
御
帰
陣
候
、
豊
後
口
御
」
先
衆
右
ニ
書
置
申
候
通
ニ

御
座
候
、
太
閤
様
」
被
成
御
通
候
国
数
之
分
ハ
右
之
通
ニ
而
」
御
座
候
事
、
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⑰
一
、
小
田
原
御
陣

（
浅
野
長
吉
）

弾
正
殿
衆
に
て
立
申
候
、
是
は
武
蔵
忍
に
て
の
儀
に
て
候
事
、

⑱
一
、
真
田
阿
波
守
武
蔵
忍
之
城

（
皿
）

さ
ら
尾
口
の
」
請
取
ニ
候
、
有
時
阿
波
守
弾
正
殿
へ
被
参
候
而
、」
内
談
之
趣
ハ
、
我
等
請
取
口

を
も
城
中
ニ
」
而
存
候
間
、
二
三
町
さ
し
出
し
候
而
、
丸
二
ツ
三
ツ
」
明
日
渡
り
何
と
そ

（
宛
行
い
）

あ
て
か
ひ
可
申
と
被
申
候
」
得
共
、
弾

正
殿
尤
可
然
と
被
申
、
左
様
ニ
候
者
」
我
等
人
数
を
も
出
し
可
申
候
哉
と
弾
正
殿
」
被
仰
候
へ
者
、
御
無
用
ニ
被
成
候
へ
と
阿
波

守
」
被
申
候
而
、
被
罷
帰
候
へ
共
、
払
暁
よ
り
よ
り
」
弾
正
殿
人
数
を
被
出
候
而
、
其
よ
り
阿
波
守
」
方
へ
細
々
使
を
被
立
候
へ

共
、
中
々
遅
候
而
」
敵
方
ニ
存
候
間
、
弾
正
殿
衆
迄
に
て

（
皿
）

さ
ら
尾
」
口
乗
取
候
、
二
三
の
丸
に

（
構
わ
ず
）

か
ま
ハ
す
、
本
城
之
堤
」
之
内
二

所
に

（

夥

し

き

仕

寄

）

お
ひ
た
ゝ
し
き
し
ほ
り
候
、
其
」を
一

（
仕
寄
破
り
）

し
ほ
り
や
ふ
り
候
て
、
二
し
ほ
り
破
候
」所
へ
、
弾
正
殿
よ
り
重
々
の
使
立
申
候
間
、

あ
け
」
引
返
し
申
候
所
へ
、
阿
波
守

（

幟

）

の
ほ
り
参
候
、
殊
之
外
」
阿
波
守
手
持

（
悪
し
く
）

あ
し
く
候
、
乗
取
申
候

（
皿
）

さ
ら
尾
口
」
丸
々
に
不
構

本
城
の
堤
へ
参
候
衆
、
浅
野
」
右
近
・
佐
藤（

才
二
郎
方
政
）

才
三
郎
・
す
か
の
平
兵
衛
・
上
村
豊
後
」
左
衛
門
と
此
時
も
我
等
に
て
候
事
、

⑲
一
、
弾
正
殿
忍
の
城
請
取
口
桜
ヶ
馬
場
よ
り
」
行
田
口
に
て
候
、
後
七
月
五
日
之
朝
に
行
田
」
口

（
破
り
）

や
ふ
り
候
得
共
、
弾
正
殿
人
数

多
勢
に
て
」
堤
へ
乗
上
候
事
不
叶
、
我
等
壱
騎
の
り
」
わ
け
候
て
、
堤
の
南
の
方
よ
り
五
六
町
も
」
泥
ふ
け
田
乗
渡
し
候
て
、
篠

垣
の
候
所
ニ
而
」
下
立
候
て
、
水
堀
を
二
重
越
し
其
奥
ニ
」
節
家
橋
に
て

（
橋
）

は
し
を
引
申
候
間
、
事
之
」
外
弓
鉄
炮
に
て（

打
た
れ
）

う
た
れ
申

候
間
、
歴
々
之
衆
」
数
多
討
死
い
た
し
候
、
城
中
き
お
ひ
候
て
、」
引
足
を

（
慕
い
）

し
た
ひ
候
而
、
弥
以
余
多
被
討
申
候
、」
我
等
・
石
本

善
介
・
浅
野
次
郎
左
衛
門
・
広
瀬
与
八
」
郎
、
此
四
人
に
て
一
方
の
跡
を
い
た
し
申
候
、」
是
ハ
町
の
左
の
方
右
の
方
ハ
浅
野
右

近
」
其
内
之
者
五
三
人
そ
れ
よ
り
跡
に
岡
野
」
弥
右
衛
門
・
小
嶋
太
介
、
其
外
一
両
人
一
方
ハ
我
」
等
共
に
四
人
其
内
に
て
様
々

（
稼
ぎ
）

か
せ
き
」
上
ケ
申
候
事
、

⑳
一
、
先
年
卯
之
年
九
の（

戸
）

へ
御
陣
之
事
、」

（
井
伊
直
政
）

古
兵
部
様
御
供
申
罷
立
候
、
い
つ
も
な
か
ら
」
九
の
へ
の
城
へ
何
茂
諸
大
名
取
寄
被
来

（１２１）

館
山
市
立
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戦
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覚
書
」
の
紹
介
と
検
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候
」
内
に
、
当
御
家
中
取
寄
い
つ
れ
よ
り
も
」

（
早
く
）

は
や
く
御
座
候
、
一
夜
之
内
ニ
一
度
に（

堀
際
）

ほ
り
」
き
わ
へ
御
取
寄
候
、
其
外
蒲
生

（
氏
郷
）

飛
騨
殿
」
両
夜
に
も
成
不
申
候
、
浅
野
弾
正
殿
二
度
ニ
」
御
寄
候
、
堀
尾

（
吉
晴
）

帯
刀
殿
取
寄
三
日
之
間
ニ
取
」
寄
申
候
、
御
家
中
取
寄

は
や
く
御
座
候
間
、」
城
よ
り
泰
安
様
へ
萬
端
之
儀
申
来
、
御
」

（

噯

）

あ
つ
か
ひ
に
て
九
の（

戸
）

へ
の
城
相
済
申
候
、」
御
手
柄
共
可
申
様

無
之
由
下
々
迄
さ
ん
」
た
ん
申
候
、
其
外
書
置
申
度
儀
共
候
得
共
、」
か
様
之
物
ニ
ハ
人
々
の
さ
ん
た
ん
あ
る
物
」
に
て
候
間
、

無
其
儀
候
事
、

㉑
一
、
同
城
へ
お
り
懸
に
寄
申
候
時
分
ニ
、
広
原
助
右
衛
門
」

（
程
な
く
）

ほ
と
な
く
鉄
炮
手
負
被
申
候
、
日
比
野
左
近
」
兵
部
様
へ
被
仰
上
候

得
者
、
人
を
被
為
遣
御
上
」
け
被
成
候
、
一
段

（
深
手
）

ふ
か
て
に
て
御
座
候
事
、

㉒
一
、
其
城
御
取
詰
籠
城
い
た
し
、
久
々
相
過
」
候
而
、
諸
大
名
飛
騨
殿
へ
御
寄
合
候
而
、
惣
御
」
談
合
に
成
候
而
、
何
茂
城
に
て

（
謀
反
）

む
ほ
ん
を
」企
申
候
衆
被
成
御
成
敗
候
時
分
、
宇
津
木
」治
部
右
衛
門
御
法
度
を
背
、
其
場
へ
出
候
而
」鑓
先
に
て
走
廻
申
候
を
、

古
兵
部
様
被
成
」
御
聞
可
被
成
御
成
敗
由
候
処
、
千
石
徳
斎
」
へ
申
、
浅
野
右
近
殿
へ
預
ケ
被
申
、
終
ニ
者
」
弾
正
殿
御
訴
訟
に

て
相
済
申
候
、
其
場
」
と
我
等
ハ
谷
を
隔
候
て
、
治
部
右
衛
門
仕
形
見
」
不
申
者
、
無
御
座
候
、
秋
田
・
坂
田
・
最
上
衆
」
能
見

申
候
事
、

㉓
一
、
先
年
子
の
年
関
ヶ
原
合
戦
之
時
分
ニ
、」
自
泰
安
様
鈴
木
石
見
殿
へ
被

仰
付
候
」
様
者
、
里
見
喜
兵
衛
に
も
拾
騎
被
仰
付

候
」
得
共
、
御
手
前
御
煩
ニ
付
而
、
木
俣
土
佐
と
」
両
人
と
乍
申
石
見
事
御
気
相
悪
候
」
時
分
ハ
、
切
々
貴
殿（

呼
び
）

よ
ひ
可
申
候
、
其

時
者
」
其
方
跡
に
喜
兵
衛
を（

乗
せ
）

の
せ
申
候
て
何
時
」
我
等
よ
ひ
申
候
共
、
其
場
を
不
崩
候
而
、
乗
せ
」
可
申
候
由
被

仰
付
候
、
十

人
之
内
三
人
煩
申
候
、」
今
七
人
之
内
我
等
儀
者
不
及
申
、
上
野
権
」
太
夫
・
野
村
勘
左
衛
門
・
加
藤
杉
右
衛
門
右
七
人
之
」
内

に
て
我
等
共
に
五
人
高
名
い
た
し
候
、
此
分
」
に
て
候
間
、
跡
先
を

（
早
き
）

は
や
き
共

（
遅
き
）

お
そ
き
共
」
申
分
無
御
座
候
、
其
證
人
鈴
木
石
見
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殿
ニ
而
」御
座
候
、
殊
我
等
之
儀
者
石
見
殿（

駆
け
）

か
け
付
」御
覧
候
、
是
一
番
に
て
御
座
候
、

（
争
い
）

あ
ら
そ
ひ
」申
方
御
座
有
ま
し
く
候
事
、

㉔
一
、
古
兵
部
様
御
手
被
為
負
候
場
へ
も
か
け
」
付
参
候
而
、
如
形
首
尾
を
合
せ
申
候
事
、

㉕
一
、
某
二
親
之
た
め
と
身
の
た
め
子
孫
の
た
め
と
」
存
、
日
本
国
六
拾
余
州
ニ
一
国
に
三
部
宛
」
之
御
経
を
納
置
申
候
、
則
本
国

里
見
に
」
六
拾
六
の
経
塚
を
つ
か
せ
、
本
塚
共
ニ
六
拾
七
」
の
塚
を
つ
か
せ
、
残
し
置
候
、
是
ハ
末
代
迄
絶
」
申
間
敷
候
間
、
子

孫
の
人
可
有
後
見
候
、
諸
」
寺
之
経
蔵
諸
社
之
宝
殿
に
籠
置
候
」
事
、
国
々
に
可
在
之
候
、
子
孫
の
人
後
代
」
に
所
望
在
之
而
拝

見
可
被
申
候
、
加
様
に
」
菩
提
の
た
め
と
存
、
大
俗
の
身
と
し
て
御
」
経
を
納
候
て
右
之
条
数
ニ
少
成
共
偽
申
候
者
」
御
経
の

（
功
徳
）

く
と
く
無
に
可
罷
成
候
、
爰
を
以
テ
可
」
有
思（

惟
）

唯
者
也
、

里
見
内
蔵
丞

（
一
六
二
八
）

寛
永
五
戊
辰
年
二
月
九
日

吉
政
（
花
押
）

里
見
金
平
殿

同

源
四
郎
殿

（１２３）
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介
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★
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
里
見
吉
政
関
係
史
料

【
史
料
１
】
井
伊
直
継
宛
行
状
（
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
里
見
家
文
書
。
井
伊
家
文
書
三
一
一
二
六
は
こ
の
写
し
）

知
行
方
之
事

一
、
五
拾
石

上
州

一
、
百
石

神
埼
郡

本
庄
村
内

一
、
三
百
五
拾
石

犬
上
郡

甘
呂
村

合
五
百
石

右
、
父
直
政
被
宛
行
領
地
分
、
寅
年
御
縄
之
面
を
以
抱
置
、
可
抽
奉
公
也
、
仍
如
件
、

慶
長
九
年
九
月
十
一
日

直
継
（
花
押
）

里
見
喜
兵
衛
と
の
へ

【
史
料
２
】
大
鳥
居
玄
蕃
他
連
署
宛
行
状
（
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
里
見
家
文
書
。
井
伊
家
文
書
三
一
一
二
七
は
こ
の
写
し
）

御
知
行
方
之
事
、

一
、
百
拾
八
石
三
斗
七
升
五
合

浅
井
郡

中
野
村
之
内

一
、
百
八
拾
壱
石
六
斗
弐
升
五
合

坂
田
郡

抜
木
村
之
内

合
三
百
石
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右
、
為
御
加
増
被
遣
候
、
郷
村
百
姓
沈
淪
不
致
候
様
ニ
、
当
物
成
ヨ
リ
可
有
御
所
務
候
、
御
黒
印
旨
、
重
而
可
被
遣
由
、
御
意
ニ

候
、
以
上
、

（
慶
長
十
二
年
）

未

ノ

大
鳥
居
玄
蕃
（
花
押
）

九
月
廿
七
日

柏
原
与
兵
衛
（
花
押
）

中
野
助
大
夫
（
花
押
）

里
見
内
蔵
助
殿

【
史
料
３
】
井
伊
直
継
宛
行
状
（
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
里
見
家
文
書
。
井
伊
家
文
書
三
一
一
二
八
は
こ
の
写
し
）

覚

一
、
六
拾
六
石
弐
斗
六
升
八
合

愛
知
郡

吉
田
村
之
内

一
、
五
拾
石

同
郡

よ
き
と
き
村
内

一
、
三
拾
八
石
三
斗
六
升

同
郡

え
た
村
之
内

一
、
弐
拾
七
石
八
斗
四
升
四
合

同
郡

中
下
村
之
内

一
、
拾
七
石
五
斗
弐
升
八
合

犬
上
郡

普
賢
寺
村
内

合
弐
百
石

右
、
為
加
増
宛
行
知
行
所
、
当
秋
成
よ
り
可
令
所
務
者
也
、
仍
如
件
、

慶
長
十
六
年
辛
亥

（１２５）
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十
月
六
日

直
継
（
花
押
）

里
見
内
蔵
丞
と
の
へ

【
史
料
４
】
井
伊
直
孝
書
状
写
（
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
井
伊
家
文
書
三
一
一
二
九
）

尚
々
、
御
心
付
之
段
、
程
遠
之
処
、
別
而
忝
次
第
候
、
か
し
く
、

祝
言
為
御
見
舞
遠
路
御
飛
札
、
殊
帷
子
壱
重
・
内
単
物
送
給
候
、
寔
御
懇
志
之
段
、
忝
令
存
候
、
委
御
報
可
申
入
候
得
共
、
取
籠
候

条
、
重
而
是
�
万
々
御
礼
可
申
宣
候
、
恐
々
謹
言
、

井
掃
部

（
慶
長
十
六
年
）

七
月
三
日

直
孝
（
花
押
）

里
見
内
蔵
丞
殿

御
報

【
史
料
５
】
井
伊
直
孝
書
状
写
（
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
井
伊
家
文
書
三
一
一
三
〇
）

尚
々
、
節
々
以
飛
脚
成
共
可
申
上
候
得
共
、
御
番
之
儀
ニ
候
へ
ハ
、
下
々
迄
一
日
一
時
と
他
出
致
事
、
遠
慮
申
ニ
付
キ
、
無
其

儀
候
、
御
次
而
も
候
者
、
必
々
其
旨
御
披
露
可
給
候
、
自
然
其
元
於
何
事
も
被
尋
替
儀
候
者
、
早
々
飛
脚
可
給
候
、
又
申
候
近

日
五
郎
兵
・
内
蔵
御
替
之
由
承
候
、
其
節
四
郎
兵
衛
誂
物
頼
入
候
由
、
御
六
か
敷
候
共
、
御
届
可
有
候
、
以
上
、

一
筆
申
入
候
、
仍
其
許
無
何
事
、（

井
伊
直
継
）

兵
部
様
御
息
災
ニ
御
仕
合
能
御
座
被
成
候
哉
、
承
度
存
候
、
必
々
大
事
之
儀
ニ
候
間
、
御
法
度
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各
之
御
供
衆
内
外
共
ニ
形
儀
急
度
被
致
候
様
ニ
異
見
可
被
成
候
、

一
、
下
々
風
説
申
、
実
儀
不
□
そ
こ
ツ
な
る
申
事
ニ
候
へ
と
も
、
承
候
へ
ハ
、
上
州
御
知
行
之
山
林
之
儀
、
御
売
被
成
候
由
、
取
沙

汰
御
座
候
、
是
ハ
誰
人
之
才
覚
ニ
而
御
座
候
哉
、
沙
汰
之
限
な
る
事
共
候
、
公
儀
へ
聞
候
ハ
ヽ
、
兵
部
様
御
身
許
之
さ
ゝ
ハ
り
に
可

罷
成
候
、
実
儀
に
て
候
ハ
ヽ
急
度
右
衛
門
殿
ニ
御
申
た
り
候
事
か
た
く
無
用
ニ
可
被
成
候
、
た
と
へ
兵
部
様
御
意
ニ
な
る
共
、
拙
子

申
由
被
仰
上
尤
ニ
存
候
、
此
儀
各
々
へ
申
断
候
、
恐
々
謹
言
、

井
掃
部

（
慶
長
十
九
年
カ
）

八
月
十
八
日

直
孝
（
花
押
）

里
見
内
蔵
丞
殿

青
木
五
郎
兵
衛
殿

小
野
八
右
衛
門
殿

参

【
史
料
６
】
浅
野
長
政
書
状
写
（
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
井
伊
家
文
書
三
一
一
三
一
）

尚
々
、
兵
部
殿
へ
以
使
者
可
申
上
と
存
候
へ
共
、
却
而
御
煩
中
へ
御
む
つ
か
し
く
候
ハ
ん
と
存
、
無
其
儀
候
、
御
心
得
候
て
被

仰
可
給
候
、
以
上
、

今
朝
愛
智
門
に
て
相
尋
申
候
へ
ハ
、
佐
和
山
へ
御
帰
之
由
候
、
昨
日
者
爰
元
ニ
宿
申
ニ
付
て
、（

井
伊
直
継
）

兵
部
殿
よ
り
被
入
御
念
御
馳
走
、

殊
兵
粮
・
馬
之
飼
・
ぬ
か
草
并
人
足
・
伝
馬
等
迄
被
仰
付
過
分
ニ
存
候
、
御
心
得
候
而
被
仰
可
給
候
、
貴
所
草
津
迄
被
相
越
、
方
々

（１２７）
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御
肝
要
、
別
而
満
足
候
、
木
土
佐
殿
御
心
得
頼
入
候
、
依
而
小
袖
壱
ツ
・
道
服
壱
ツ
遣
之
候
、
猶
来
春
上
洛
之
節
、
万
々
可
申
述

候
、
恐
々
謹
言
、浅

弾
少

（
慶
長
十
四
年
カ
）

九
月
五
日

長
政
（
花
押
）

里
見
蔵
丞
殿

御
宿
所
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