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年ど
し

寄よ
り

堀ほ
っ

田た

正ま
さ

敦あ
つ

が
編
修
の
総
裁
者
に
な
り
、
文ぶ

ん

化か

九
年（
一
八
一
二
）に
完
成
し

ま
し
た
。
二
千
百
三
十
二
家
の
大
名
・
旗
本
の
系
図
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
系
図
伝
』に
よ
れ
ば
、
正
成
の
先
祖
は
藤

ふ
じ
わ
ら
の原
秀ひ

で

郷さ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
秀
郷

は
、
天て

ん

慶ぎ
ょ
う

三
年（
九
四
〇
）に
関
東
地
方
で
反
乱
を
起
こ
し
た
平

た
い
ら
の

将ま
さ

門か
ど

を
討
っ
た

人
物
と
し
て
有
名
で
す
。
こ
の
功
で
従じ

ゅ

四し

位い

下の
げ

、
下し

も

野つ
け

守の
か
みの
位
官
に
任
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。
後
年
、
近お

う

江み

三み

上か
み

山や
ま

の
む
か
で
退
治
を
し
た
伝
説
が
創
ら
れ
た
の

も
、
彼
が
強
く
勇
ま
し
い
人
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
俵

た
わ
ら

藤の
と
う

太た

の
別
名
も
有
名

で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、『
系
図
伝
』に
よ
れ
ば
、
内
藤
氏
の
系
図
は
秀
郷
七
代
の
子
孫
行ゆ

き

俊と
し

か
ら
中
断
し
て
い
ま
す
。秀
郷
が
先
祖
と
い
う
の
は
恐
ら
く
本
当
で
は
な
く
、

実
際
の
正
成
の
先
祖
は
祖
父
に
当
た
る
右う

き
ょ
う
の
し
ん

京
進
か
ら
し
か
わ
か
ら
な
い
と
考
え

た
方
が
い
い
で
し
ょ
う
。
右
京
進
は
通
称
で
、
諱い

み
な（

実
名
）は
義よ

し

清き
よ

と
い
っ
た
と

『
諸
家
譜
』に
は
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
右
京
進
と
い
う
こ
と
に
し
ま
す
。

　

右
京
進
は
、祖
父
の
代
か
ら
松ま

つ

平だ
い
ら

信の
ぶ

忠た
だ

に
仕
え
た
と
あ
り
ま
す
。
安

あ
ん
じ
ょ
う城
城（
愛

知
県
安
城
市
）を
拠
点
に
し
た
信
忠
は
延え

ん

徳と
く

二
年（
一
四
九
〇
）に
生
ま
れ
、
文ぶ

ん

　

内な
い

藤と
う

正ま
さ

成な
り

は
、
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

を
助
け
て
徳
川
幕
府
を
創
業
し
た
と
い
う
功
績
あ

る
家
臣
で
、
弓
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
、
家
康
配
下
の
優
秀
な
武
将
を
集
め
た

徳
川
十
六
神し

ん

将し
ょ
うの
一
人
に
も
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
晩
年
、
現
在
の
久
喜

市
の
一
部
を
領
地
と
し
て
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
当
市
と
も
関
係
が
深
い
人
物
と

い
え
ま
す
。
本
書
で
は
、
こ
の
正
成
の
活
躍
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

　

こ
の
章
で
は
正
成
の
家
系
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
ま
す
。
参
考
と
す
る
史
料

は『
寛か

ん

永え
い

諸し
ょ

家か

系け
い

図ず

伝で
ん

』（
以
下
、『
系
図
伝
』と
い
う
。）を
基
本
に
し
て
、『
寛か

ん

政せ
い

重ち
ょ
う

修し
ゅ
う

諸し
ょ

家か

譜ふ

』（
以
下
、『
諸
家
譜
』と
い
う
。）で
補
っ
て
論
じ
て
い
き
ま
す
。

『
系
図
伝
』は
徳
川
幕
府
三
代
将
軍
徳
川
家い

え

光み
つ

に
よ
っ
て
編
修
が
命
じ
ら
れ
た
書

物
で
、
編
修
の
責
任
者
に
は
家
康
の
相
談
役
で
、
知
識
人
で
も
あ
っ
た
儒
者
林は

や
し

羅ら

山ざ
ん

が
選
ば
れ
、
寛
永
二
十
年（
一
六
四
三
）に
完
成
し
ま
し
た
。
大
名
や
旗は

た

本も
と

家
の
系
図
千
四
百
余
り
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。『
諸
家
譜
』は
江
戸
幕
府
の
若わ

か

　
　
　

第
１
章　
内
藤
正
成
の
家
系

「徳川十六将図」（浜松市博物館蔵・提供）
　右図は正成の拡大。

『寛永諸家系図伝』
（国立公文書館蔵）
　25頁の「関連資料解
題」2参照。
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え
た
一
族
で
あ
り
、
多
く
の
大
名
を
生
み
出
し
た
家
系
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

松
平
＝
徳
川
氏
が
安
城
城（
愛
知
県
安
城
市
）を
拠
点
に
し
て
い
た
時
か
ら
仕

え
て
い
た
家
臣
の
家
系
は
、
安
城
譜ふ

代だ
い

と
い
っ
て
、
譜
代
の
家
臣
の
な
か
で
も

ひ
と
き
わ
そ
の
由
緒
を
誇
り
ま
し
た
が
、『
系
図
伝
』を
み
る
限
り
で
は
、
内
藤

氏
も
信
忠
の
代
か
ら
仕
え
て
い
る
の
で
、
そ
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
で

し
ょ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
異
説
も
存
在
し
ま
す
。
内
藤
氏
は
元
々

上
野
城
に
居
住
し
て
い
て
、
家
康
の
祖
父
で
岡お

か

崎ざ
き

城
を
拠
点
と
し
た
清き

よ

康や
す

以
降

に
仕
え
た
と
い
う
も
の
で
す（
菊
地
浩
之『
徳
川
家
臣
団
の
謎
』）。こ
の
説
で
は
、

内
藤
氏
は
安
城
譜
代
で
は
な
く
岡
崎
譜
代
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
信
忠
か
ら
仕

え
て
い
る
と
い
う
由
緒
は
仮か

託た
く

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
書
で
は
、
内
藤

氏
を
岡
崎
譜
代
と
考
え
て
お
き
ま
す
。

　

正
成
の
父
は
甚じ

ん

五ご

左ざ

衛え

門も
ん

と
い
い
、
弥
次
右
衛
門
の
弟
に
当
た
り
ま
す
。
松

平
信
忠
の
孫
、
広ひ

ろ

忠た
だ

に
仕
え
ま
し
た
。
広
忠
は
大
永
六
年（
一
五
二
六
）に
生
ま

れ
、
天て

ん

文ぶ
ん

十
八
年（
一
五
四
九
）に
家
来
に
斬
殺
さ
れ
ま
し
た
。
家
康
の
父
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
甚
五
左
衛
門
は
広
忠
に
仕
え
て
十
六
度
も
軍
功
を
挙

亀き

三
年（
一
五
〇
三
）頃
に
家
督
を
相
続
し
、大だ

い

永え
い

三
年（
一
五
二
三
）に
隠
居
し
、

享き
ょ
う

禄ろ
く

四
年（
一
五
三
一
）に
死
去
し
ま
し
た（
平
野
明
夫『
三
河
松
平
一
族
』）。
徳

川
家
康
の
曾
祖
父
に
当
た
り
ま
す
。

　

ま
た
、右
京
進
は
三み

河か
わ

上う
え

野の

城（
愛
知
県
豊
田
市
）を
任
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

右
京
進
の
跡
継
ぎ
で
通
称
弥や

次じ

右え

衛も

門ん
（
実
名
は『
諸
家
譜
』に
よ
れ
ば
清き

よ

長な
が

）も

上
野
城
主
だ
っ
た
と『
系
図
伝
』に
は
あ
り
ま
す
。
こ
の
弥
次
右
衛
門
は
、
正
成

の
伯
父
に
当
た
り
ま
す
。
ま
た
関せ

き

ヶが

原は
ら

の
戦
い
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
伏ふ

し

見み

城

の
攻
防
戦
で
、
鳥と

り

居い

元も
と

忠た
だ

と
と
も
に
籠
城
し
、
壮
絶
な
戦
死
を
遂
げ
た
内
藤
家い

え

長な
が

は
弥
次
右
衛
門
の
子
息
に
当
た
り
ま
す
。家
長
の
直
系
は
陸む

奧つ

磐い
わ

城き

平た
い
ら

藩（
福

島
県
）七
万
石
の
藩
主
に
な
り
、
や
が
て
日ひ

ゅ
う
が向
延の

べ

岡お
か

藩（
宮
崎
県
）七
万
石
に
移

り
、
こ
こ
で
明
治
維
新
を
迎
え
ま
す
。
な
お
正
成
の
弟
忠た

だ

政ま
さ

の
嫡
男
忠た

だ

重し
げ

の
家

系
は
三
万
五
千
石
の
志し

摩ま

鳥と

羽ば

藩（
三
重
県
）主
を
生
み
出
し
た
家
系
で
、
忠
政

の
養
子
清き

よ

成な
り

の
家
系
は
三
万
三
千
石
の
信し

な
の濃
高た

か

遠と
お

藩（
長
野
県
）主
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
正
成
の
伯
母
の
息
子
内
藤
信の

ぶ

成な
り

の
家
系
は
越え

ち

後ご

村む
ら

上か
み

藩（
新
潟
県
）

五
万
石
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
内
藤
氏
は
武
を
も
っ
て
徳
川
氏
の
天
下
統
一
を
支

『寛政重修諸
家譜』

（国立公文書館蔵）
　25頁の「関連資
料解題」3参照。

安城城跡（安祥城址）
（愛知県安城市　大乗寺・安城市教育委員
会提供）
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逆
算
す
る
と
大だ

い

永え
い

七
年
（
一
五
二
七
）
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
頃
松ま

つ
だ
い
ら平

氏
は
家い

え
や
す康
の
祖
父
清き

よ

康や
す

の
代
で
あ
り
、
岡お

か
ざ
き崎
城
（
愛
知
県
岡
崎
市
）
に
拠
っ
て

三み

河か
わ

の
統
一
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
期
で
し
た
。

　

そ
の
清
康
は
、
天て

ん
ぶ
ん文
四
年
（
一
五
三
五
）
十
二
月
、
尾お

張わ
り

守も
り

山や
ま

（
愛
知
県
名

古
屋
市
）へ
出
陣
中
に
家
臣
の
阿あ

べ部
弥や

七し
ち

郎ろ
う

に
よ
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
事
件
を
守
山
崩
れ
と
い
い
ま
す
。
こ
の
守
山
崩
れ
に
よ
っ
て
、
清
康
の
跡

継
ぎ
で
あ
る
広ひ

ろ

忠た
だ

は
、
松
平
信の

ぶ

定さ
だ

に
よ
っ
て
岡
崎
城
を
追
放
さ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
信
定
は
、
隣
国
尾
張
の
織お

だ田
信の

ぶ

秀ひ
で

（
信の

ぶ
な
が長

の
父
）
と
通
じ
て
い
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
広
忠
が
駿す

る
が河

の
今い

ま

川が
わ

義よ
し

元も
と

の
援
助
を
う
け
、
岡
崎
城
に
復

帰
し
た
の
は
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
六
月
の
こ
と
で
す
。
内
藤
正
成
は
こ
の

広
忠
に
仕
え
ま
し
た
。
こ
の
章
で
は
正
成
の
活
躍
を
四
つ
の
時
期
に
区
切
る
こ

と
で
、
正
成
が
ど
ん
な
活
躍
を
し
た
人
物
な
の
か
、
確
認
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

第
一
期
は
初
陣
か
ら
桶お

け

狭は
ざ

間ま

の
戦
い
ま
で
で
す
。
広
忠
が
復
帰
す
る
た
め
に

は
今
川
氏
の
力
を
借
り
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
広
忠
は
今
川
氏
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
彼
ら
の
た
め
に
織
田
氏
と
戦
う
、
と
い
う
の
が
基
本
的
な
構
図

げ
た
と
い
い
ま
す
。
天て

ん

正し
ょ
う

三
年（
一
五
七
五
）、
織お

田だ

・
徳
川
連
合
軍
と
武た

け

田だ

勝か
つ

頼よ
り

軍
が
激
突
し
た
長な

が

篠し
の

の
合
戦
で
は
、
家
康
の
長
男
で
あ
る
岡
崎
三
郎
信の

ぶ

康や
す

に

属
し
て
、
そ
の
戦
い
の
様
子
を
家
康
に
伝
え
ま
し
た
。
甚
五
左
衛
門
は
、
天
正

八
年（
一
五
八
〇
）七
月
に
七
十
歳
で
死
去
し
ま
し
た
。

　

甚
五
左
衛
門
の
長
男
は
や
は
り
甚
五
左
衛
門
と
い
い
、
法
名
が
善
皎
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
以
外
、詳
細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
善
皎
の
長
男
の
家
系
は
、

家
康
の
十
男
の
頼よ

り

宣の
ぶ

に
仕
え
ま
す
。
頼
宣
は
後
に
紀き

し
ゅ
う州
藩
主
に
な
る
の
で
、
彼

の
家
系
は
紀
州
藩
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

本
書
の
主
人
公
正
成
は
、
甚
五
左
衛
門
の
次
男
、
善
皎
の
弟
に
当
た
り
ま
す
。

彼
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
詳
し
く
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

内な
い

藤と
う

正ま
さ
な
り成
、
通
称
四し

郎ろ
う

左ざ

衛え

門も
ん

の
生
ま
れ
た
年
に
つ
い
て
は
『
系
図
伝
』
に

は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
死
亡
し
た
年
と
年
齢
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、

伝・内藤清長の墓
（愛知県安城市　誓願寺・安城市教育委員会提供）

岡崎城（愛知県岡崎市・岡崎市提供）

　
　
　

第
２
章　
内
藤
正
成
の
活
躍
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来
こ
の
戦
争
の
勝
因
は
信
長
に
よ
る
奇
襲
攻
撃
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
現
在

で
は
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
信
長
は
正
面
突
破
作
戦
で
勝
利
を
得
ま
し
た
（
藤

本
正
行
『
信
長
の
戦
争
』）。

　

こ
の
合
戦
の
結
果
、
竹
千
代
改
め
元も

と

康や
す

は
、
人
質
か
ら
解
放
さ
れ
て
岡
崎
城

に
復
帰
、
織
田
と
同
盟
を
結
び
、
三
河
国
統
一
を
目
指
し
ま
す
。
こ
の
時
期
が

正
成
の
活
躍
の
第
二
期
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
第
二
期
を
代
表
す
る
の
が
三
河
一い

っ
こ
う向

一い
っ
き揆

と
の
戦
い
で
し
た
。
三
河
国

は
、
親し

ん
ら
ん鸞

が
開
い
た
浄

じ
ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う（

一
向
宗
）
が
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
し
た
。
戦
国

時
代
の
浄
土
真
宗
の
信
徒
は
、
武
士
の
支
配
を
嫌
っ
て
し
ば
し
ば
一
揆
を
起

こ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
三
河
で
も
例
外
で
は
な
く
、
永
禄
六
年

（
一
五
六
三
）
に
、
元
康
の
根
拠
地
で
あ
る
岡
崎
を
含
む
西
三
河
で
一
向
一
揆

が
起
こ
り
ま
す
。
元
康
は
こ
の
年
に
家
康
と
改
名
し
て
い
ま
す
の
で
、
以
後
は

家
康
と
い
う
名
前
を
使
い
ま
す
。

　

松
平
氏
の
家
臣
団
の
な
か
に
も
当
然
一
向
宗
の
信
徒
が
い
ま
す
し
、
一
族
同

士
で
戦
う
悲
惨
な
戦
い
に
な
り
ま
す
。
正
成
も
家
康
を
討
ち
取
ろ
う
と
し
た
自

で
す
。
正
成
の
初
陣
も
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
十
二
月
、
十
六
歳
の
時
、

上う
え

野の

城
に
物
見
に
来
た
信
秀
の
兵
と
槍
を
合
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
前

章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
内
藤
氏
は
上
野
城
を
任
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
正
成
は
、

本
家
筋
に
あ
た
る
伯
父
弥や

次じ

右え

衛も

門ん

に
属
し
て
こ
の
上
野
城
を
守
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。
こ
の
織
田
氏
と
の
戦
い
に
お
い
て
、
正
成
は
し
ば
し
ば
武
功
を
挙

げ
て
い
ま
す
。
初
陣
か
ら
数
日
後
の
上
野
城
籠
城
戦
で
は
見
事
な
弓
の
腕
前
を

披
露
し
、
広
忠
に
初
め
て
召
し
出
さ
れ
、
三
河
国
羽は

角す
み

村
（
愛
知
県
西
尾
市
）

で
領
地
を
与
え
ら
れ
、
伯
父
弥
次
右
衛
門
か
ら
は
刀
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
時
期
の
松
平
氏
は
、
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
に
広
忠
が
死
去
、
嫡

子
竹た

け

千ち

よ代
（
後
の
家
康
）
を
今
川
氏
に
人
質
と
し
て
差
し
出
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
今
川
氏
に
強
圧
的
に
押
さ
え
ら
れ
、
合
戦
に
お
い
て
も
松
平
家
臣
団

は
最
前
線
に
配
置
さ
れ
、
犠
牲
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
状
況
が

一
変
し
た
の
が
、
永え

い

禄ろ
く

三
年
（
一
五
六
〇
）
五
月
に
起
こ
っ
た
桶
狭
間
の
戦
い

で
す
。
こ
の
戦
い
に
よ
っ
て
今
川
義
元
は
戦
死
、織
田
信
長
が
勝
利
し
ま
し
た
。

信
長
は
、
父
信
秀
の
死
に
よ
っ
て
こ
の
時
に
は
当
主
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
従

「徳川家康像」（個人蔵）
勝
しょう

鬘
まん

寺
じ

（愛知県岡崎市針崎町・岡崎市教育委員会提供）
　一向一揆の際に、一揆勢の拠点になっ
た寺院。『系図伝』などには、野寺（現
愛知県安城市野寺町）から針崎へ移っ
た一揆勢が正成と戦ったことがみえる。
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越え
ち
ぜ
ん前
（
福
井
県
）
の
大
名
朝あ

さ
く
ら
よ
し
か
げ

倉
義
景
は
、
織
田
信
長
が
奉
じ
た
将
軍
足あ

し
か
が利
義よ

し

昭あ
き

の
入
京
命
令
を
拒
否
し
ま
す
。
そ
の
た
め
信
長
は
、
朝
倉
氏
を
征
討
し
に
行

く
の
で
す
が
、
味
方
だ
っ
た
近お

う
み江
（
滋
賀
県
）
の
大
名
浅あ

ざ

井い

長な
が

政ま
さ

が
義
兄
信
長

を
裏
切
り
、
事
態
は
複
雑
化
し
ま
す
。
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
六
月
、
浅
井
・

朝
倉
連
合
軍
と
織
田
・
徳
川
連
合
軍
が
、
現
在
の
滋
賀
県
長
浜
市
野
村
町
附
近

の
姉
川
で
激
突
し
ま
す
。
家
康
は
信
長
に
一
番
手
を
主
張
し
認
め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
戦
い
は
信
長
の
勝
利
で
終
わ
り
ま
す
が
、
勝
因
は
徳
川
家
の
武
将
榊さ

か
き

原ば
ら

康や
す

政ま
さ

が
敵
の
側
面
を
突
い
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
徳
川
軍
は

奮
戦
し
た
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
正
成
も
槍
や
弓
で
戦
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
浅
井
・
朝
倉
氏
の
滅
亡
は
天て

ん

正し
ょ
う

元
年
（
一
五
七
三
）
八
月
頃
で
す
か
ら
、

こ
の
合
戦
か
ら
三
年
以
上
も
後
の
こ
と
で
す
。
姉
川
の
戦
い
に
よ
っ
て
浅
井
・

朝
倉
連
合
軍
が
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
十
二
月
、
甲か

斐い

（
山
梨
県
）
の
大
名
武た

け

田だ

信し
ん

玄げ
ん

を

現
在
の
静
岡
県
浜
松
市
で
徳
川
軍
が
迎
え
撃
っ
た
三み

方か
た

ヶが

原は
ら

の
戦
い
に
も
、
正

成
は
出
陣
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
、
徳
川
氏
は
拠
点
を
岡
崎
城
か
ら
浜
松
城

分
の
伯
父
石い

し
か
わ川
十じ

ゅ
う
ろ
う郎
左ざ

衛え
も
ん門
の
膝
を
矢
で
打
ち
抜
き
、
こ
の
た
め
石
川
は
命

を
落
と
し
ま
し
た
。
家
康
は
こ
の
こ
と
に
深
く
感
動
し
た
と
い
い
ま
す
。

　

家
康
は
な
ん
と
か
一
向
一
揆
を
乗
り
切
り
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
頃
に

三
河
国
統
一
を
終
え
ま
し
た
。
同
じ
年
に
松
平
氏
か
ら
徳と

く
が
わ川
氏
に
改
称
し
、
朝

廷
か
ら
三み

か
わ河
守の

か
みに
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
徳
川
家
は
軍
制
を
定
め
て
い

ま
す
（
笠
谷
和
比
古
『
徳
川
家
康
』）。
正
成
は
服は

っ
と
り
は
ん
ぞ
う

部
半
蔵
等
十
四
名
と
と
も
に

「
足あ

し
が
る軽
指さ

し

引ひ
き

物も
の

見み

役や
く

の
衆
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
足
軽
大
将
と
し
て
弓
な
ど
を

使
用
す
る
足
軽
を
指
揮
し
、
偵
察
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
た
役
職
で
す
。
正
成

も
徳
川
軍
団
の
武
将
と
し
て
重
要
な
一
角
を
占
め
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ

の
軍
制
で
は
、
東
の
「
惣そ

う

先さ
き

手て

侍
さ
む
ら
い

大だ
い
し
ょ
う将
」
と
し
て
酒さ

か

井い

忠た
だ
つ
ぐ次
、
西
の
「
惣
先

手
侍
大
将
」
と
し
て
石
川
数か

ず

正ま
さ

が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
内
藤
家
の
本
家
筋

に
あ
た
る
家い

え
な
が長
は
石
川
数
正
に
属
し
て
い
ま
す
。

家
康
は
永
禄
十
三
年
（
一
五
七
〇
）
二
月
に
信
長
に
従
っ
て
上
洛
し
、
以
後

本
格
的
に
信
長
の
天
下
統
一
戦
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
正
成
も
も
ち

ろ
ん
こ
れ
に
従
い
ま
す
。
こ
れ
を
第
三
期
と
い
う
こ
と
に
し
ま
す
。

「内藤家長・馨崇院画像」
（延岡市　内藤記念館蔵・提供）
　内藤家長（右）とその夫人の馨崇院（左）。

榊原康政の墓
（群馬県館林市　善導寺）
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家
康
を
喜
ば
せ
ま
し
た
。

「
長
篠
合
戦
図
屏
風
」（
犬
山
城
白
帝
文
庫
）
を
み
る
と
、
正
成
は
家
康
の
長

男
、こ
の
合
戦
の
四
年
後
に
信
長
の
厳
命
で
切
腹
さ
せ
ら
れ
た
信の

ぶ

康や
す

の
側
近
く
、

紅
白
の
陣じ

ん

羽ば

織お
り

を
着
し
、
馬
に
乗
っ
た
姿
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
正
成
の

伯
母
の
息
子
内
藤
信の

ぶ

成な
り

は
、
最
前
線
の
馬ば

防ぼ
う

柵さ
く

の
外
で
鉄
砲
隊
を
指
揮
し
て
武

田
軍
と
対た

い

峙じ

し
て
い
ま
す
。
内
藤
一
族
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
奮
戦
し
た
の
で

し
ょ
う
。

長
篠
の
合
戦
に
勝
利
し
た
織
田
信
長
は
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
、

本ほ
ん

能の
う

寺じ

の
変
で
急
死
し
ま
す
。
徳
川
氏
は
、
こ
れ
以
後
信
長
の
後
継
者
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
秀
吉
と
戦
っ
た
、
あ
る
い
は
秀
吉
と
と
も

に
戦
っ
た
時
期
を
第
四
期
と
し
ま
し
ょ
う
。

　

天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
三
月
か
ら
十
一
月
ま
で
行
わ
れ
た
小こ

牧ま
き

・
長な

が

久く

手て

の
戦
い
は
、
豊
臣
軍
と
徳
川
軍
が
正
面
か
ら
戦
っ
た
合
戦
で
す
。
正
成
は
偵

察
に
出
か
け
、
速
や
か
に
出
撃
す
る
こ
と
を
進
言
し
ま
す
。
味
方
は
ま
だ
準
備

が
整
わ
な
い
の
で
出
撃
を
た
め
ら
っ
て
い
る
と
、
正
成
は
重
ね
て
進
言
、
こ
れ

に
移
し
て
い
ま
し
た
。
浜
松
城
を
打
っ
て
出
た
徳
川
軍
は
、
大
敗
北
を
喫き

っ

し
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
の
時
、
家
康
は
不
利
な
戦
局
に
も
か
か
わ
ら
ず
突
撃
し
よ
う

と
し
ま
す
が
、
夏な

つ

目め

吉よ
し

信の
ぶ

が
身
代
わ
り
に
な
っ
て
家
康
を
逃
が
し
ま
し
た
。
正

成
も
家
康
に
退
却
す
る
よ
う
に
諫
め
た
と
い
い
ま
す
。
正
成
は
撤
退
し
遅
れ
た

子
息
正ま

さ
さ
だ貞
を
助
け
て
、
敵
か
ら
奪
っ
た
馬
に
正
貞
を
乗
せ
て
退
き
ま
し
た
。
敵

の
首
も
取
っ
て
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
時
代
劇
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
敵
の
首
を

切
っ
て
武
功
を
認
め
て
も
ら
う
こ
と
こ
そ
、
武
士
に
と
っ
て
合
戦
に
で
る
大
き

な
目
的
で
す
。
戦
で
は
負
け
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
正
成
は
武
功
を
挙
げ
、
家

康
を
支
え
ま
し
た
。

　

信
玄
は
、元
亀
四
年（
一
五
七
三
）四
月
、信し

な
の
の
く
に

濃
国（
長
野
県
）で
病
没
し
ま
す
。

そ
の
跡
を
継
い
だ
武
田
勝か

つ
よ
り頼
と
織
田
・
徳
川
連
合
軍
は
、天
正
三
年（
一
五
七
五
）

五
月
に
長な

が
し
の篠
（
愛
知
県
新
城
市
）
で
戦
闘
に
及
び
ま
す
。
織
田
・
徳
川
連
合
軍

に
よ
る
三
千
挺ち

ょ
う
の
鉄
砲
に
よ
る
三
段
撃
ち
は
今
日
で
は
否
定
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
鉄
砲
を
有
効
に
使
っ
て
勝
利
し
た
こ
と
は
事
実
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う

（
藤
本
正
行
『
信
長
の
戦
争
』）。
こ
の
戦
い
に
も
正
成
は
加
わ
り
、
首
を
挙
げ
、

「元亀三年十二
月味方ヶ原戦争
之図」

（浜松市博物館蔵・提供）
　三方ヶ原の戦いを
描いた明治時代の
錦絵。

「長篠合戦図屏風」（犬山城白帝文庫蔵・提供）
　△の交点が正成のいる場所。右図は信康周辺の拡大図。
中央やや左が信康、右上が正成。
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た
ら
せ
ま
し
た
。
ど
れ
ほ
ど
正
成
を
頼
り
に
し
て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

正
成
は
ま
だ
今
川
家
に
従
属
し
て
い
た
徳
川
家
の
た
め
に
武
力
を
振
る
い
、

徳
川
家
の
三
河
国
統
一
に
協
力
し
、
織
田
信
長
と
の
同
盟
の
た
め
に
奮
戦
し
、

豊
臣
秀
吉
と
も
戦
い
ま
し
た
。
彼
の
よ
う
な
家
臣
の
活
躍
で
徳
川
家
が
天
下
を

取
れ
た
の
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

正
成
は
弓
の
腕
前
が
優
れ
、
さ
ら
に
槍
や
偵
察
能
力
に
も
み
る
べ
き
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
や
が
て
「
徳
川
の
平
和
」
と
い
わ
れ
る
泰
平
の
時
代

が
や
っ
て
き
ま
す
。
武
功
が
必
要
と
さ
れ
た
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
の
で
す
。

次
章
で
は
、
領
主
と
し
て
の
内
藤
家
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

徳と
く

川が
わ

家い
え

康や
す

は
、
天て

ん

正し
ょ
う

十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

に
命
じ
ら
れ
て
、

東
海
地
方
か
ら
関
東
地
方
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
日
は
、
公
式
に
は
八
月

一
日
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
日
は
「
八は

っ
さ
く朔
」
と
呼
ば
れ
る
吉
日
で
す
か
ら
、
家

を
家
康
は
採
用
し
、
勝
利
を
得
た
と
あ
り
ま
す
。
正
成
の
経
験
の
豊
富
さ
を
表

す
逸
話
の
一
つ
で
す
。

戦
国
時
代
に
終
わ
り
を
告
げ
る
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
小お

田だ

原わ
ら

の
陣

に
も
正
成
は
出
陣
し
ま
し
た
。
し
か
し
老
齢
の
た
め
か
、
目
立
っ
た
武
功
は
挙

げ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
秀
吉
が
正
成
の
武
名
を
慕
い
、
正
成
と
の
対
面
を
希
望

し
た
と
の
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
結
局
正
成
が
辞
退
し
た
た
め
、
対
面
は

実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

慶け
い

長ち
ょ
う

五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
に
起
こ
っ
た
天
下
分
け
目
の
関せ

き

ヶが

原は
ら

の
戦

い
に
は
、
正
成
は
参
加
し
て
い
ま
せ
ん
。
後
の
二
代
将
軍
秀ひ

で

忠た
だ

に
付
い
て
い
た

謀ぼ
う

臣し
ん

本ほ
ん

多だ

正ま
さ

信の
ぶ

は
、
出
陣
の
直
前
に
正
成
を
呼
び
、「
老
功
」
を
理
由
に
暗
に

出
陣
を
要
請
し
ま
し
た
が
、
正
成
は
徳
川
の
勝
利
を
確
信
し
て
い
た
た
め
、
そ

の
話
を
断
っ
て
い
ま
す
（『
干か

ん

城じ
ょ
う

録ろ
く

』）。
勝
利
を
確
信
し
て
い
る
為
に
出
陣
し

な
い
と
は
、
百
戦
錬れ

ん

磨ま

の
武
人
ら
し
い
話
で
す
。
正
成
は
そ
れ
か
ら
二
年
後
の

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
四
月
、
領
地
で
あ
る
栢か

や

間ま

村
（
久
喜
市
）
で
病
死
し

ま
し
た
。
享
年
七
十
六
。
秀
忠
は
正
成
の
た
め
に
医
師
を
派
遣
し
、
治
療
に
当

「小牧長久手合戦図屏風」（犬山城白帝文庫蔵・提供）

善
ぜん

宗
そう

寺
じ

と正成の墓
（久喜市菖蒲町下栢間）
　浄土宗寺院。國豊山
天龍院。開基は正成。
寺号と院号は正成の法
名から付けられている。
朱印寺領50石。
　善宗寺には内藤家の
墓所があり、そのなかに
正成の墓もある。20頁
の写真参照。

　右図は家康の本陣近くにいる正成の拡大図。表紙参照。

　
　
　

第
３
章　
内
藤
家
の
地
方
支
配
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さ
は
横
一
町
に
竪た

て

三
町
程
度
で
す
。
四
方
に
垣か

き

を
廻
ら
し
て
い
ま
す
。
内
藤
正

成
が
こ
の
地
に
住
ん
で
、後
に
旗
本
が
江
戸
に
集
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、

こ
こ
は
留
守
番
の
家
臣
一
人
の
ほ
か
、
江
戸
の
家
臣
が
一
人
ず
つ
交
代
で
き
て

守
ら
せ
ま
し
た
。
現
在
も
そ
う
で
す
」（
意
訳
）。

　

こ
の
記
述
か
ら
、
陣
屋
は
横
一
町
（
約
百
九
メ
ー
ト
ル
）、
竪
三
町
（
約
三
百

二
十
七
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。『
菖
蒲
町
の
歴
史
と
文

化
財
』
通
史
編
に
拠
れ
ば
、
江
戸
時
代
後
期
に
比
定
さ
れ
る
村
絵
図
に
は
、
陣

屋
に
長な

が

浜は
ま

作さ

く

え

も

ん

右
衛
門
の
役
宅
と
土つ

ち

屋や

伝で
ん

三ざ
ぶ

郎ろ
う

の
役
宅
が
確
認
で
き
ま
す
。
彼
ら

は
内
藤
家
の
家
臣
で
し
ょ
う
。
明
治
時
代
に
は
、
陣
屋
の
面
積
は
約
三
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
、
垣
で
は
な
く
幅
十
～
十
五
メ
ー
ト
ル
の
堀
が
廻
ら
さ
れ
て
い

ま
し
た
。こ
れ
を
み
る
と
陣
屋
は
明
治
ま
で
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
中
期
に
な
る
と
旗
本
は
江
戸
の
屋
敷
に
住
む
こ
と
が
普
通
に
な

り
ま
す
が
、
関
東
入
国
直
後
で
は
そ
も
そ
も
江
戸
の
屋
敷
が
整
備
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。『
徳と

く

川が
わ

実じ
っ

紀き

』
に
よ
れ
ば
、
寛か

ん
え
い永
二
年
（
一
六
二
五
）
三
月
に
、

旗
本
に
対
し
て
そ
の
禄ろ

く
だ
か高
に
応
じ
た
屋
敷
地
の
面
積
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
内

康
も
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
公
式
の
入
国
日
に
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

家
康
の
拠
点
は
、
当
然
江え

ど戸
城
で
す
。
家
臣
団
の
配
置
は
、
万ま

ん
ご
く石

未
満
の
旗は

た

本も
と

を
一
夜
泊
ま
っ
て
帰
れ
る
範
囲
に
置
き
ま
し
た
。
だ
い
た
い
十
里
（
約
四
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
以
内
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
外
部
に
、
万
石
以

上
の
大
名
を
置
き
ま
し
た
。
こ
の
当
時
は
、
ま
だ
東
北
の
大
名
達
の
服
属
が
疑

問
視
さ
れ
て
い
た
時
で
す
か
ら
、
北
方
へ
の
進
撃
を
意
図
し
て
、
江
戸
城
の
北

方
に
有
力
な
大
名
を
配
置
し
ま
し
た
。
上こ

う
ず
け野
国の

く
に

箕み
の

輪わ

（
群
馬
県
高
崎
市
）
で

十
二
万
石
を
与
え
ら
れ
た
井い

伊い

直な
お

政ま
さ

、
下し

も
う
さ総
国の

く
に

結ゆ
う

城き

（
茨
城
県
結
城
市
）
で

十
万
一
千
石
を
与
え
ら
れ
た
結ゆ

う

城き

秀ひ
で

康や
す

、上か
ず
さ
の
く
に

総
国
大お

お

多た

喜き

（
千
葉
県
大
多
喜
町
）

で
十
万
石
が
与
え
ら
れ
た
本ほ

ん

多だ

忠た
だ

勝か
つ

が
そ
の
代
表
で
す
。

　

内な
い

藤と
う

正ま
さ

成な
り

は
、
こ
の
時
現
在
の
久
喜
市
菖
蒲
地
区
で
五
千
石
の
地
を
知ち

ぎ
ょ
う
し
ょ

行
所

（
旗
本
の
領
地
の
こ
と
）
と
し
て
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
支
配
の
拠
点
は
、

栢か
や

間ま

村
に
置
か
れ
た
陣じ

ん

屋や

で
し
ょ
う
。
江
戸
幕
府
が
天て

ん

保ぽ
う

元
年
（
一
八
三
〇
）

に
編へ

ん

纂さ
ん

し
た
『
新し

ん
ぺ
ん編
武む

さ
し蔵
風ふ

ど

き

土
記
稿こ

う

』
と
い
う
書
物
に
よ
れ
ば
、
栢
間
村
の
陣

屋
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
陣
屋
は
村
の
西
に
あ
り
ま
す
。
広

神明神社
（久喜市菖蒲町上栢間）
　内藤家の菖蒲領の総鎮守と伝わ
る神社。約550mにも及ぶ参道が
ある。社叢は県指定天然記念物。

栢間村の陣屋
（『菖蒲町の歴史と文化財』通史編より転載）
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同
名
の
次
男
正
成
で
す
。
彼
に
つ
い
て
『
系
図
伝
』
に
は
通
称
右う

き
ょ
う
の
し
ん

京
進
、
生
ま

れ
は
三み

河か
わ

（
愛
知
県
）、
法
名
浄
安
と
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
浄
安
と
い

う
こ
と
に
し
ま
す
。
家
康
と
秀ひ

で

忠た
だ

に
仕
え
た
と
し
か
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。『
諸

家
譜
』
に
は
父
親
の
「
遺
跡
」（
領
地
）
を
継
い
だ
と
あ
る
の
で
、
久
喜
市
の

領
地
も
浄
安
に
継
が
れ
た
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
浄
安
の
跡
を
継
い

だ
と
さ
れ
て
い
る
忠た

だ

俊と
し

に
つ
い
て
は
、『
系
図
伝
』
に
は
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
。

忠
俊
、
通
称
図ず

し
ょ書

助の
す
けは

、
書し

ょ

院い
ん

番ば
ん

と
い
う
役
職
に
も
就
い
た
の
で
す
が
、
寛
永

八
年
（
一
六
三
一
）
に
「
不
正
」
が
あ
っ
て
絶
家
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
不
正
」

の
内
容
に
つ
い
て
は
記
録
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
久
喜
市
の
領
地
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

正
成
の
長
男
、
浄
安
の
兄
正ま

さ

貞さ
だ

、
通
称
甚じ

ん

一い
ち

郎ろ
う

に
つ
い
て
み
て
み
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
彼
は
家
康
の
小こ

姓し
ょ
うを

勤
め
た
と
い
い
ま
す
。
先
述
の
姉あ

ね

川が
わ

の
戦
い
に

も
参
加
し
て
い
ま
す
。
正
貞
は
当
時
二
十
歳
、
戦
い
の
最
中
、
槍
を
敵
陣
に
落

と
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
引
き
返
し
て
槍
を
取
り
返
し
ま
し
た
。
大
変
勇
気
の

あ
る
人
物
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
戦
国
武
者
な
ら
褒
め
ら
れ
そ
う
な
気
が
し
ま
す

藤
家
の
よ
う
な
五
千
石
の
旗
本
は
、
五
十
間
×
四
十
間
の
屋
敷
地
を
与
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
八
月
に
は
、
譜ふ

代だ
い

大
名
で
妻
子
を
自
分
の
支
配
地
に
置
い
て
い
る
者
は
、
今
年
か
ら
江
戸
に
引

き
移
す
こ
と
が
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
、
旗
本
の
家
族
も
江
戸
に
引
き
移

る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
（
北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』）。
し
か

し
、
栢
間
村
の
場
合
の
よ
う
に
、
旗
本
の
陣
屋
支
配
が
ま
っ
た
く
消
滅
し
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

江
戸
時
代
は
兵
農
分
離
の
時
代
と
い
わ
れ
ま
す
。
領
主
で
あ
る
武
士
は
、
江

戸
の
よ
う
な
都
市
に
集
住
し
て
農
村
か
ら
退
去
し
た
と
い
う
の
が
江
戸
時
代
の

特
質
と
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
に
つ
い
て
は
近
年
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

少
な
く
と
も
武
士
が
全
く
村
に
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
間
違
い
で

す
。
栢
間
村
の
旗
本
陣
屋
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
が
終
わ
る
ま
で
存
続
し
、
江

戸
か
ら
家
臣
が
派
遣
さ
れ
た
事
例
は
ほ
か
に
も
確
認
さ
れ
ま
す
。
地
元
の
百
姓

が
家
臣
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
、苗

み
ょ
う

字じ

帯た
い

刀と
う

を
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

現
在
の
久
喜
市
に
与
え
ら
れ
た
正
成
の
領
地
を
引
き
継
い
だ
の
は
、
正
成
と

栢間村の陣屋跡
（久喜市菖蒲町下栢間　栢間小学校）
　陣屋跡の一部は現在、栢間小
学校の敷地になっている。

伝・栢間陣屋の門
（久喜市菖蒲町新堀　菖蒲城趾あやめ園）
　栢間陣屋の裏門とされている門。
明治時代の陣屋廃止後、栢間村
の名主を務めていた家に移築され
たと伝えられている。平成10年に
菖蒲城趾あやめ園へ移築された。
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寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
正
重
は
栢
間
村
を
含
む
武む

さ
し蔵
国の

く
に

埼さ
い
た
ま
ぐ
ん

玉
郡
（
現

在
の
久
喜
市
を
含
む
埼
玉
県
の
一
部
）で
五
千
石
の
領
地
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

旗
本
と
し
て
は
禄
高
が
高
い
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た

忠
俊
の
絶
家
に
よ
っ
て
、
空
い
た
領
地
を
も
ら
っ
た
も
の
で
す
。『
系
図
伝
』

に
は
正
重
は
真
面
目
に
仕
事
に
励
ん
で
お
り
、
た
だ
で
さ
え
領
地
を
増
す
べ
き

と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
し
て
「
祖
父
が
旧
領
」、
正
成
が
以
前
持
っ
て
い
た
領
地

な
の
で
正
重
に
与
え
た
と
あ
り
ま
す
。
正
重
は
寛か

ん

文ぶ
ん

三
年
（
一
六
六
三
）
四
月
、

八
十
六
歳
で
死
去
し
、
栢
間
村
の
善ぜ

ん

宗そ
う

寺じ

に
葬
ら
れ
ま
し
た
。

内
藤
家
の
当
主
の
実
名
を
初
代
正
成
か
ら
記
す
と
、
①
正
成
―
②
正
成
―
③

忠
俊
―
④
正
重
―
⑤
正ま

さ
よ
し吉
―
⑥
正ま

さ
の
ぶ信
―
⑦
正ま

さ

芳か

―
⑧
正ま

さ
お
き興
―
⑨
正ま

さ

雄お

―
⑩
正ま

さ
の
り範

―
⑪
正ま

さ
ひ
ろ博

―
⑫
正ま

さ
み
ち迪

―
⑬
正ま

さ
あ
つ當

―
⑭
正ま

さ
と
も從

と
続
き
、
明
治
維
新
を
迎
え
ま
す

（『
久
喜
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
１
集
）。
説
明
の
た
め
に
番
号
を
つ
け
ま

し
た
。

　

次
に
、
内
藤
家
の
知
行
地
の
変
遷
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
①
が
五
千

石
の
知
行
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
記
述
し
ま
し
た
が
、
②
の
代
の
慶け

い

長
ち
ょ
う

が
、
家
康
は
「
命
を
顧
み
ず
、
死
を
軽
ん
じ
る
者
は
功
績
を
挙
げ
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
言
っ
て
正
貞
に
謹
慎
を
命
じ
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
家
康
の
慎
重

な
性
格
が
わ
か
り
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
の
謹
慎
は
五
～
六
日
で
す
ん
だ
よ
う
で

す
。正

貞
は
三み

方か
た

ヶが

原は
ら

の
戦
い
に
も
参
加
し
、
手
柄
を
挙
げ
た
の
で
す
が
、
天
正

元
年
（
一
五
七
三
）
に
浜
松
に
お
い
て
、
村
越
左
吉
と
い
う
人
物
と
原
因
は
不

明
な
が
ら
い
さ
か
い
を
起
こ
し
て
追
放
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
駿す

ん
ぷ府
な

ど
に
い
た
よ
う
で
す
が
、
や
が
て
家
康
に
許
さ
れ
、
現
在
の
久
喜
市
の
一
部
で

あ
る
栢
間
村
に
居
住
し
ま
す
。
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
五
月
、
八
十
二
歳

で
死
去
し
ま
し
た
。

正
貞
の
跡
を
継
い
だ
正ま

さ
し
げ重
は
、
父
が
追
放
に
あ
っ
た
た
め
に
祖
父
正
成
に
よ

っ
て
育
て
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
正
月
に
駿
府
で
家

康
に
会
い
、
小お

田だ

原わ
ら

北ほ
う

条じ
ょ
う

氏
を
追
討
す
る
小
田
原
の
陣
に
は
、
家
康
の
息
子

秀
忠
に
従
っ
て
出
陣
し
、
関せ

き

ヶが

原は
ら

の
戦
い
で
は
使

つ
か
い

番ば
ん

と
い
う
役
職
を
勤
め
て
い

ま
す
。そ
の
後
、徒か

ち

頭が
し
らか
ら
持も

ち

弓ゆ
み

頭が
し
らに
移
り
、大お

お

坂さ
か

の
陣
に
も
参
加
し
て
い
ま
す
。

正貞（右）と正重（左）の墓
（久喜市菖蒲町下栢間　善宗寺）
　20頁の写真参照。

市指定史跡・旗本内藤家歴
代の墓所（宝篋印塔ほか）

（久喜市菖蒲町下栢間　善宗寺）
　正成（14頁）や正貞、正重（19頁）
をはじめ、幕末までの内藤家歴代
の当主とその妻などの墓標（宝篋印
塔）が22基並ぶ。右端が正成の墓。
配置図は60頁参照。
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次
に
内
藤
家
の
格
式
と
役
職
に
つ
い
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
旗
本
の
格
式
は

「
諸し

ょ

大だ
い

夫ぶ

」・「
布ほ

い衣
」・「
そ
れ
以
下
」
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ

の
格
式
と
役
職
が
対
応
し
ま
す
。
た
と
え
ば
勘か

ん

定じ
ょ
う

奉ぶ

行ぎ
ょ
うに
な
る
と
「
諸
大
夫
」

の
格
式
が
与
え
ら
れ
、
翌
年
朝
廷
に
申
請
さ
れ
、
従じ

ゅ

五ご

位い

下の
げ

と
い
う
位
を
与
え

ら
れ
ま
す
。
勘
定
奉
行
よ
り
格
下
の
勘
定
吟ぎ

ん

味み

役や
く

に
な
る
と
、「
布
衣
」
と
い

う
格
式
を
許
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
朝
廷
の
官
位
と
は
連
動
し
ま
せ
ん
。
勘
定
吟

味
役
よ
り
格
下
の
勘
定
組く

み

頭が
し
らに

な
る
に
は
、
特
に
格
式
は
必
要
と
は
さ
れ
ま
せ

ん
。「
そ
れ
以
下
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

で
は
内
藤
家
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
家
系
の
特
徴
は
定

じ
ょ
う

火び

消け
し

役や
く

に

就
任
す
る
者
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
定
火
消
役
と
は
明め

い
れ
き暦
の
大
火

（
一
六
五
七
）
の
翌
年
に
組
織
さ
れ
た
江
戸
の
消
防
組
織
の
一
つ
で
、「
布
衣
」

の
役
職
で
す
。
⑤
は
万ま

ん

治じ

元
年
（
一
六
五
八
）、
つ
ま
り
定
火
消
役
の
創
設
と

と
も
に
こ
の
役
職
に
就
任
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
⑥
⑦
⑩
⑫
⑬
が
定
火
消
役

に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
⑧
は
二
十
七
歳
、
⑨
は
二
十
三
歳
と
早
く
に
亡
く

な
っ
て
い
ま
す
。彼
ら
が
こ
の
役
に
つ
い
て
い
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
し
ょ
う
。

七
年
（
一
六
〇
二
）
に
近お

う
み
の
く
に

江
国
坂さ

か

田た

郡ぐ
ん

（
滋
賀
県
）
に
お
い
て
二
千
石

の
知
行
地
を
与
え
ら
れ
、
全
部
で
七
千
石
に
な
り
ま
し
た
。
③
の
代
に

近
江
国
の
知
行
地
二
千
石
を
弟
織お

り

部べ

正の
か
み

に
分
与
し
て
ま
た
五
千
石
に
戻

り
ま
し
た
。
こ
の
十
七
世
紀
前
期
は
旗
本
が
盛
ん
に
分
家
を
出
し
て
一

族
を
増
や
し
て
い
た
時
期
で
、
他
の
旗
本
で
も
分
家
創
出
は
確
認
で
き

ま
す
。
④
の
代
に
既
述
し
た
よ
う
に
、
改
め
て
久
喜
市
の
知
行
地
を
与

え
ら
れ
ま
し
た
。
禄
高
は
変
わ
ら
ず
五
千
石
で
す
。
⑤
の
代
の
天て

ん

和な

二

年
（
一
六
八
二
）
に
、
上
野
国
山や

ま

田だ

郡ぐ
ん

台だ
い
の
ご
う

之
郷
村
（
群
馬
県
太
田
市
）・
下し

も

野つ
け
の
く
に国
安あ

蘇そ

郡ぐ
ん

作さ
く
は
ら原
村
（
栃
木
県
佐
野
市
）
で
七
百
石
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
正
吉
が
当
時
勤
め
て
い
た
旗は

た

奉ぶ

行ぎ
ょ
うの
役
料
を
知
行
地
と
し
て
与
え
ら
れ

た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
当
時
の
幕
府
の
方
針
で
、
多
く
の
旗
本
が
役
職
に
対
す

る
手
当
を
知
行
地
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
後
内
藤
家

は
五
千
七
百
石
の
旗
本
と
し
て
明
治
維
新
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
旗
本

の
場
合
三
千
石
以
上
は
大
身
と
し
て
特
別
扱
い
さ
れ
ま
す
の
で
、
内
藤
家
は
非

常
に
上
級
な
旗
本
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

「栢間里内藤氏系図」
（大熊（正）家文書№3814・
　 個人蔵・埼玉県立文書館寄託）
　内藤家の知行地であった新堀村の名
主家に伝わる、①正成から⑭正從まで
の内藤家の系図。

「徳川家康知行宛行状写」
（書上古文書・「東京大学史料編纂所所蔵謄写本」）
　②正成が近江国に2000石の知行地を与えられた際の、
家康からの知行宛行状の写し。
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最
後
に
、
内
藤
家
の
知
行
地
に
な
っ
た
村
落
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
内
藤
家
の
知
行
地
は
、
現
在
の
久
喜
市
の
一
部
で
あ
る
戸と

ヶが

崎さ
き

・
新に

い
ぼ
り堀
・

小お

林ば
や
し・
栢
間
・
三さ

ん

箇が

の
五
か
村
で
す
。既
述
し
た
よ
う
に
、天
和
二
年（
一
六
八
二
）

台
之
郷・作
原
村
が
加
わ
り
ま
す
。そ
し
て
、恐
ら
く
享

き
ょ
う

保ほ
う

期
頃
駒こ

ま
さ
き崎
村（
蓮
田
市
）

と
青あ

お

毛げ

村
（
久
喜
市
）
に
二
十
二
石
余
の
わ
ず
か
な
土
地
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

た
だ
中
心
は
戸
ヶ
崎
等
五
か
村
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
と
い
い
ま
す
か
ら
、
も
う
江
戸
時
代
も
後
期
の
こ

と
で
す
。
こ
の
年
は
水
害
が
あ
り
年
貢
が
あ
ま
り
取
れ
ず
、
内
藤
家
は
、
戸
ヶ

崎
以
下
五
か
村
の
名
主
や
商
人
に
御
用
金
を
払
わ
せ
ま
し
た
。
彼
ら
が
千
両
前

後
の
大
金
を
持
っ
て
江
戸
の
屋
敷
に
行
く
と
、
時
の
当
主
内
藤
正
迪
が
大
広
間

で
飲
食
を
振
る
舞
っ
て
く
れ
、
御
礼
も
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
桜
の
歌
を

扇
子
に
書
い
て
下
げ
渡
し
て
く
れ
ま
し
た
（『
菖
蒲
町
の
歴
史
と
文
化
財
』
通

史
編
）。
か
つ
て
武
を
も
っ
て
徳
川
家
の
天
下
統
一
を
支
え
た
勇
将
の
子
孫
も
、

江
戸
時
代
の
領
主
と
し
て
領
民
に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
が
平
和
な
江
戸
時
代
の
実
像
と
い
え
ま
す
。

内
藤
家
は
定
火
消
役
と
縁
が
深
い
家
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

④
⑩
⑪
⑬
は
「
諸
大
夫
」
も
し
く
は
従
五
位
下
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
二

つ
は
同
じ
格
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
④
は
「
諸
大
夫
」
格
の
役
職
は
勤
め

て
い
ま
せ
ん
が
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
に
従
五
位
下
に
な
っ
て
い
ま
す
。

⑩
は
定
火
消
役
に
な
っ
た
後
、
天て

ん
め
い明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
「
諸
大
夫
」
の
役

職
で
あ
る
小こ

姓し
ょ
う

組ぐ
み

番ば
ん

頭が
し
らに
な
り
、
同
年
従
五
位
下
安あ

き芸
守の

か
みに
な
っ
て
い
ま
す
。

⑩
は
最
終
的
に
は
駿す

ん

府ぷ

城じ
ょ
う

代だ
い

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
役
職
は
役
高
二
千
石
、

与よ

力り
き

十
騎
、
同ど

う

心し
ん

五
十
人
で
駿
府
城
を
守
衛
す
る
重
職
で
す
。
⑪
は
寄よ

り
あ
い合
肝き

も
い
り煎

→
小こ

普ぶ

請し
ん

組ぐ
み

支
配
→
浦う

ら

賀が

奉ぶ

行ぎ
ょ
うと
歴
任
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
「
布
衣
」
の

役
職
で
す
。
文ぶ

ん
せ
い政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
従
五
位
下
伊い

ず豆
守の

か
みに
任
命
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
二
年
後
に
四
十
七
歳
で
死
去
し
、
結
局
「
諸
大
夫
」
の
役
職
に
就

任
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
⑬
は
安あ

ん
せ
い政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
「
諸

大
夫
」
の
職
で
あ
る
小
姓
組
番
頭
に
な
り
、
従
五
位
下
肥ひ

後ご

守の
か
みに
な
っ
て
い
ま

す
。
内
藤
家
は
高
禄
の
旗
本
ら
し
く
、
し
ば
し
ば
「
諸
大
夫
」
の
格
式
も
し
く

は
従
五
位
下
が
与
え
ら
れ
る
名
家
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

正範建立の供養塔
（久喜市菖蒲町下栢間　善宗寺）

　寛政11年（1799）に⑩正範によって立てられた
無縁者などを供養する塔。

市指定文化財・善宗寺嘉永三年銘宝
篋印塔及び宝塔記碑

（久喜市菖蒲町下栢間　善宗寺）

　菖蒲領５か村の人々が中心となり、内藤家
の武運長久などを願って嘉永3年（1850）に建
立した宝篋印塔（右）と、その来歴を記した碑
（左）。
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関係資料（現代語訳） 関係資料　解題

１　『干
かん

城
じょう

録
ろく

』
　文政10年（1827）から天保 6 年（1835）にかけて、江戸幕府が編修した旗本の伝記集。
　『寛政重修諸家譜』では旗本についての記述内容が充分ではなかったため、同書の総裁
堀田正

まさ

敦
あつ

が中心となって、改めて詳細な記述内容となるものを編修した。近世初期から、
3 代将軍家光の亡くなった慶安 4 年（1651）までを対象期間にして、2,700名余りの旗本
を取り上げる。書名は、旗本が人の鑑

かがみ

となり、国の干
たて

とも城ともなるようにと名付けられ
たもの。全235巻。国立公文書館蔵。正成については、「巻第112」に掲載されている。『干
城録』（人間舎）第 7 所収のものを活用。

２　『寛
かん

永
えい

諸
しょ

家
か

系
けい

図
ず

伝
でん

』
　寛永18年（1641）から同20年（1643）にかけて、太田資

すけ

宗
むね

を総裁、儒者林羅
ら

山
ざん

を責任者
として、江戸幕府が編修した大名や旗本家などの系譜の書。1,400余りの家を取り上げる。
仮名本と真名本があり、それぞれ全186冊。仮名本は国立公文書館蔵、真名本は日光東照
宮蔵。正成については、「藤原氏丙十冊之内三　秀郷流」に掲載されている。仮名本を翻
刻した『寛永諸家系図伝』（続群書類従完成会）第 8 所収のものを活用。 1 の『干城録』
では「寛永譜」として引用されている。

３　『寛
かん

政
せい

重
ちょう

修
しゅう

諸
しょ

家
か

譜
ふ

』
　寛政 3 年（1791）から文化 9 年（1812）にかけて、若年寄堀田正敦を総裁として、江戸
幕府が編修した大名や旗本家などの系譜の書。2,132の家を取り上げる。全1,530冊。国立
公文書館蔵。各家から提出された系図などをもとに短期間で編修された『寛永諸家系図伝』
は間違いが少なくなかったことから、『寛政重修諸家譜』では各家資料の比較や新資料の
採用など、『寛永諸家系図伝』の間違いを訂正して改訂した。正成については、「巻第811」
に掲載されている。『新訂　寛政重修諸家譜』（続群書類従完成会）第13所収のものを活用。
1 の『干城録』では「家譜」として引用されている。

※紙面の都合上、現代語訳については資料 1 のみとした。また、資料 1 に引用されている
史料名については、現代語訳では「ある史料」などとした。

※資料 1 の本文括弧書きの文章のうち、関係のある部分のみ現代語訳した。
※資料の本文については、原則として各解題に記した刊本を転載したが、原本を参照する

などして一部変更した部分がある。

内
藤
四
郎
左
衛
門
正
成
は
、
忠
郷
の
次
男
で
す
。
三
河
国
に
生
ま

れ
、
は
じ
め
は
甚
一
郎
と
い
い
ま
し
た
。
子
供
の
時
か
ら
伯
父
の

清
長
に
従
い
三
河
国
上
野
城
で
育
ち
ま
し
た
。

天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
十
二
月
、
織
田
信
秀
の
兵
五
騎
ほ
ど

が
斥せ

っ

候こ
う

と
し
て
城
の
近
く
ま
で
来
た
の
で
、
こ
れ
を
討
ち
取
ろ
う

と
城
中
の
兵
が
外
に
出
ま
し
た
。
正
成
は
そ
の
年
十
六
歳
に
な
っ

た
ば
か
り
で
し
た
が
、
ほ
か
の
兵
に
先
ん
じ
て
槍
を
交
え
て
、
手

柄
を
た
て
ま
し
た
。

こ
の
月
、
尾
張
国
の
武
士
の
新
兵
衛
と
い
う
者
が
、
兵
を
率
い
て

夜
中
に
突
然
上
野
城
を
襲
い
、
二
の
丸
ま
で
攻
め
込
ん
で
き
ま
し

た
。
こ
の
時
正
成
は
弓
を
手
に
取
り
、
百
本
の
矢
が
入
る
土

ど
ひ
ょ
う
う
つ
ぼ

俵
靱

を
つ
け
て
、
走
り
出
て
こ
れ
を
射
ま
し
た
。
敵
は
尻
込
み
し
て
逃

げ
て
い
き
ま
し
た
。
正
成
は
勝
ち
に
乗
じ
て
た
く
さ
ん
の
矢
を
射

ま
し
た
の
で
、
矢
が
も
う
少
し
で
尽
き
よ
う
と
し
た
と
き
、
す
ぐ

側
に
見
慣
れ
な
い
子
供
が
一
人
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
正
成

は
こ
の
子
供
に
「
矢
を
取
っ
て
来
て
く
れ
」
と
言
う
と
、
子
供
は

走
っ
て
す
べ
て
の
矢
を
拾
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
ま

た
矢
を
射
る
と
、
遂
に
勝
利
を
得
て
、
敵
の
死
傷
者
は
二
百
人
に

も
及
び
ま
し
た
。
こ
れ
は
正
成
の
弓
の
強
さ
を
証
明
す
る
も
の
で

一　
『
干
城
録
』
巻
第
百
十
二

（国立公文書館蔵）
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す
。
松
平
広
忠
様
は
こ
の
戦
功
に
感
心
し
て
、
三
河
国
幡
豆
郡
内

に
褒
美
と
し
て
領
地
を
与
え
ま
し
た
。
清
長
も
こ
の
功
を
ほ
め
て

七な
な
と
こ
ろ所

拵ご
し
らえ

の
刀
を
与
え
、
松
平
某
も
家
に
伝
わ
る
目め

貫ぬ
き

・
笄
こ
う
が
いを

授
け
ま
し
た
。

こ
の
年
、
三
河
国
安
城
城
の
兵
が
上
野
城
を
襲
っ
た
時
、
敵
将
が

先
陣
ま
で
進
み
兵
士
に
指
示
し
て
攻
め
寄
せ
て
き
た
の
で
、
味
方

の
武
士
も
打
っ
て
出
て
戦
い
ま
し
た
。
正
成
は
ほ
か
の
兵
に
先
ん

じ
て
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
こ
の
敵
将
と
槍
を

交
え
、
と
う
と
う
突
き
倒
し
て
首
を
取
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
敵

は
勝
ち
目
を
失
っ
て
敗
走
し
ま
し
た
。
清
長
は
こ
の
働
き
に
感
心

し
て
鎧よ

ろ
いと
脇わ
き

差ざ
し

を
与
え
ま
し
た
。

弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）、
刈
屋
合
戦
の
時
も
槍
で
敵
を
突
き
倒

し
て
首
を
取
り
ま
し
た
。
ま
た
弓
を
取
っ
て
多
く
の
敵
兵
も
倒
し

ま
し
た
。

永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
二
月
、水
野
信
元
と
石
瀬
で
戦
っ
た
時
、

正
成
は
多
く
の
敵
を
射
て
、ま
た
槍
で
突
い
て
首
を
取
り
ま
し
た
。

永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
四
月
、
尾
張
国
大
高
城
に
兵
糧
を
入
れ

て
い
た
時
、
織
田
信
長
が
鳴
海
近
辺
に
出
て
き
た
と
の
情
報
が
入

っ
た
た
め
、
父
の
忠
郷
や
鳥
居
忠
広
な
ど
と
と
も
に
、
命
令
を
受

け
て
尾
張
の
形
勢
を
探
り
ま
し
た
。

永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
五
月
、
尾
張
国
丸
根
城
に
向
っ
て
い
た

時
、
遊
軍
に
加
わ
っ
て
従
軍
し
ま
し
た
。

永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）、
三
河
国
牛
窪
合
戦
で
は
牧
野
成
定
な

ど
が
小
坂
井
ま
で
出
て
き
て
御
油
と
却
村
の
間
で
味
方
を
包
囲
し

て
討
と
う
と
し
た
時
に
、
正
成
が
最
後
尾
を
務
め
て
進
ん
で
く
る

敵
を
射
ま
し
た
。そ
の
矢
が
鞍
の
前
輪
か
ら
後
ま
で
抜
け
た
の
で
、

敵
兵
は
こ
れ
に
恐
れ
を
な
し
て
、
進
む
こ
と
が
で
き
ず
に
退
き
ま

し
た
。

こ
の
年
、
一
向
宗
徒
の
乱
で
、
野
寺
に
籠
っ
た
逆
徒
等
が
針
崎
ま

で
打
っ
て
出
て
、
正
成
を
倒
そ
う
と
し
ま
し
た
。
正
成
は
奮
戦
し

て
敵
を
追
い
払
い
ま
す
。
こ
の
時
、
逆
徒
の
矢
田
作
十
郎
が
や
っ

て
き
て
「
敵
は
わ
ず
か
に
一
人
で
あ
る
、
な
ん
と
し
て
も
討
ち
取

れ
」
と
兵
を
鼓
舞
し
ま
し
た
。
正
成
は
こ
れ
を
見
て
応
戦
し
よ
う

と
走
り
寄
る
と
、
相
手
は
そ
の
ま
ま
後
ろ
へ
引
き
返
し
ま
す
。
な

お
追
い
か
け
て
、「
お
前
は
兵
を
あ
お
っ
て
お
き
な
が
ら
、
ど
う

し
て
急
い
で
逃
げ
る
の
か
」
と
問
い
質
す
と
、
作
十
郎
は
「
今
さ

ら
ど
う
し
て
軽
々
し
く
お
前
と
生
死
を
争
う
の
か
」
と
言
い
な
が

ら
、
と
う
と
う
遠
く
へ
逃
げ
去
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て

正
成
も
や
む
を
得
ず
引
き
返
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
後
に
、
作
十

郎
が
こ
の
と
き
の
事
を
「
も
し
自
分
が
正
成
と
戦
っ
て
い
た
ら
、

討
ち
死
に
し
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
語
っ
た
の
で
、
聞
い
た
人
は
か

え
っ
て
そ
の
行
為
を
ほ
め
称
え
ま
し
た
。

永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
正
月
、
一
揆
の
将
で
あ
る
石
川
十
郎
左

衛
門
と
渡
辺
守
綱
ら
が
、
槍
を
手
に
徳
川
家
康
様
の
近
く
ま
で
近

寄
っ
て
き
ま
し
た
。
十
郎
左
衛
門
は
正
成
の
伯
父
で
す
が
、
主
君

に
と
っ
て
は
逆
臣
で
あ
る
た
め
、
正
成
は
彼
の
両
膝
を
射
抜
き
ま

し
た
。
深
い
傷
を
負
っ
た
十
郎
左
衛
門
は
陣
屋
に
戻
る
と
亡
く
な

り
ま
し
た
。
ま
た
渡
辺
高
綱
の
兜か

ぶ
との

ひ
た
い
部
分
を
射
て
倒
し
ま

し
た
。
家
康
様
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
親
族
も
顧
み
な
い
ほ
ど
の
正

成
の
忠
功
に
感
心
し
ま
し
た
。
石
川
数
正
が
家
康
様
の
お
傍
に
い

た
と
き
、「
正
成
が
た
び
た
び
軍
功
を
あ
げ
る
こ
と
は
、
他
の
家

臣
が
真
似
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
決
し
て
お
忘
れ
に
な

り
ま
せ
ん
よ
う
に
」
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
家
康
様
も
「
も
っ

と
も
な
こ
と
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
織
田

信
長
は
各
家
の
武
士
の
名
を
記
し
、
武
功
の
あ
る
者
に
は
自
ら
墨

を
引
い
て
印
を
付
け
て
い
ま
し
た
が
、
徳
川
家
の
家
来
で
は
正
成

が
印
の
付
い
た
者
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
年
の
三
月
、御
油
で
駿
河
国
今
川
勢
の
兵
と
戦
っ
て
い
た
時
、

敵
の
男
女
が
櫓や

ぐ
らに

登
っ
て
と
き
の
声
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。
味
方

の
兵
の
多
く
が
こ
こ
を
射
て
も
櫓
の
上
ま
で
矢
が
届
き
ま
せ
ん
で

し
た
。家
康
様
の
命
を
受
け
た
正
成
が
走
り
出
て
三
回
矢
を
放
ち
、

そ
の
う
ち
の
二
回
が
櫓
の
な
か
に
入
っ
た
の
で
、
敵
は
驚
い
て
逃

げ
降
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
矢
に
「
内
藤
四
郎
左
衛
門
」
と
記
し

て
あ
っ
た
の
で
、
敵
は
そ
の
矢
に
矢
文
を
添
え
て
送
り
返
し
、
そ

こ
に
は
「
し
ば
ら
く
矢
を
射
る
の
は
止
め
よ
う
。
だ
が
今
の
兵
に

は
も
う
一
度
矢
を
射
さ
せ
て
み
ろ
」
と
あ
り
ま
し
た
。家
康
様
は
、

こ
れ
は
敵
の
策
略
な
の
で
、
絶
対
に
矢
を
射
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
と
言
い
渡
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
正
成
は
武
勇
を
は
ず
か
し
め

る
こ
と
の
な
い
よ
う
進
み
出
て
射
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、

楯
を
持
っ
て
道
の
傍
ら
に
待
ち
伏
せ
し
て
い
た
敵
兵
が
急
い
で
進

み
寄
り
、
ま
さ
に
突
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
正
成
は
楯
を
貫
い

て
敵
を
射
倒
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
敵
味
方
を
あ
げ
て
正
成
を
ほ

め
称
え
、
家
康
様
も
ま
た
感
心
し
ま
し
た
。

同
じ
年
の
九
月
、
酒
井
忠
尚
が
上
野
城
に
い
た
時
、
今
川
氏
真
と

通
じ
て
背
い
た
の
で
、
酒
井
忠
次
や
本
多
広
孝
に
攻
め
さ
せ
ま
し

た
。
忠
尚
は
力
尽
き
て
駿
河
国
へ
と
逃
れ
た
の
で
、
家
康
様
は
忠
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次
を
呼
ん
で
、「
忠
尚
の
家
は
断
絶
し
た
が
、
彼
は
伯
父
で
あ
る

の
で
、
将
来
上
野
城
は
お
前
に
与
え
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
内

藤
信
成
と
正
成
に
上
野
城
の
守
衛
を
命
じ
ま
し
た
。

永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
正
月
、
今
川
氏
真
の
兵
と
遠
江
国
掛

川
で
戦
っ
た
時
、
大
久
保
忠
世
・
大
須
賀
康
高
な
ど
を
は
じ
め
、

味
方
の
兵
の
多
く
が
力
を
尽
く
し
て
戦
っ
て
い
た
中
、
椋
原
治
右

衛
門
が
首
を
持
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。
組
み
合
っ
て
討
ち
取
っ

た
と
誇
っ
て
い
た
の
を
大
久
保
忠
佐
が
聞
き
と
が
め
て
、「
今
日

の
戦
い
で
組
み
合
っ
て
討
ち
取
っ
た
者
は
い
な
か
っ
た
、
治
右
衛

門
が
持
っ
て
い
る
首
は
拾
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
自
分
が
討
ち
取

っ
た
の
も
鉄
砲
に
撃
た
れ
て
死
ん
だ
敵
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る

時
に
、
正
成
も
首
を
携
え
て
や
っ
て
来
ま
し
た
。
人
々
は
手
柄
と

し
て
称
え
ま
し
た
が
、
正
成
は
「
今
日
の
手
柄
は
、
自
分
を
は
じ

め
、
皆
死
者
の
首
を
取
っ
た
も
の
だ
」
と
説
明
し
ま
し
た
。
忠
佐

が
言
っ
た
と
お
り
だ
っ
た
の
で
、
人
々
は
正
成
の
正
直
な
と
こ
ろ

に
感
心
し
ま
し
た
。

元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）、
織
田
信
長
が
越
前
国
金
崎
に
向
か
っ

た
の
で
、
信
長
を
助
け
よ
う
と
家
康
様
が
若
狭
国
ま
で
進
軍
し
、

正
成
も
付
き
従
い
ま
し
た
。
こ
の
時
の
正
成
の
行
動
は
家
康
様
の

意
に
か
な
っ
た
も
の
で
し
た
。

こ
の
頃
、
浅
井
長
政
が
謀
反
し
た
と
の
情
報
が
入
り
、
織
田
家
の

陣
営
で
は
騒
動
が
起
こ
り
、
信
長
も
不
本
意
な
が
ら
家
康
様
に
最

後
尾
の
守
り
を
頼
み
、軍
を
ま
と
め
て
引
き
返
し
ま
し
た
。
途
中
、

た
び
た
び
一
揆
が
起
こ
っ
て
進
軍
が
遮
ら
れ
ま
し
た
が
、
家
康
様

は
配
下
の
兵
士
に
命
じ
て
、
三
河
と
遠
江
両
国
の
兵
を
一
か
所
に

集
め
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
防
戦
さ
せ
た
の
で
、
一
揆
も
近
寄
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
も
正
成
は
武
勇
を
奮
っ
て
何

度
も
矢
を
射
て
、
敵
兵
六
人
を
倒
す
と
と
も
に
、
ほ
か
に
も
多
く

の
者
を
討
ち
取
っ
た
の
で
、
そ
の
勇
猛
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
ほ
と
ん

ど
の
敵
軍
は
後
を
追
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
結
局
朽
木
谷
ま
で

退
却
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
家
康
様
は
そ
の
働
き
に
感
心
し

ま
し
た
。

こ
の
年
、
姉
川
の
戦
い
に
従
軍
し
、
弓
を
射
た
り
槍
を
交
え
た
り

し
て
忠
節
を
尽
く
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
敵
陣
か
ら
正
成
が
射
た

矢
を
送
り
返
し
て
き
ま
し
た
。

元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
十
月
、
武
田
信
玄
が
遠
江
国
に
出
て
き

て
、
天
野
宮
内
左
衛
門
を
先
導
に
、
多
々
羅
・
飯
田
の
両
城
を
破

っ
て
見
附
ま
で
進
ん
で
き
ま
し
た
。
家
康
様
も
三
千
あ
ま
り
の
兵

を
率
い
て
一
言
坂
に
到
着
し
ま
し
た
。信
玄
と
戦
お
う
と
し
た
時
、

正
成
は
見
附
に
火
を
放
っ
て
敵
の
形
勢
を
う
か
が
う
と
と
も
に
、

本
多
忠
勝
と
一
緒
に
、「
敵
は
多
勢
で
地
の
利
も
よ
い
の
で
、
こ

こ
で
集
ま
っ
て
戦
っ
た
ら
危
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
は
速
や
か
に

兵
を
ま
と
め
て
退
く
べ
き
で
す
。
敵
が
も
し
天
龍
川
を
越
え
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
半
分
が
渡
る
の
を
待
っ
て
討
ち
取
れ
ば
、

勝
利
を
得
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
る

と
、「
も
っ
と
も
で
あ
る
」
と
家
康
様
も
お
っ
し
ゃ
り
、
諸
将
に

命
じ
て
軍
を
退
か
せ
ま
し
た
。
し
か
し
、
両
軍
は
既
に
接
近
し
て

戦
っ
て
い
た
た
め
簡
単
に
退
却
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
忠

勝
は
、
槍
を
取
っ
て
馬
に
乗
り
、
両
陣
の
間
を
駆
け
、
七
、八
度

見
回
り
ま
し
た
。
そ
の
勢
い
を
恐
れ
た
武
田
勢
は
進
む
こ
と
が
で

き
ず
、
遂
に
す
べ
て
の
部
隊
が
退
き
ま
し
た
。
信
玄
が
怒
っ
て
進

軍
し
て
き
た
の
を
、
忠
勝
は
最
後
尾
で
防
戦
し
ま
し
た
。

こ
の
年
の
十
二
月
、
三
方
ヶ
原
の
戦
い
で
、
正
成
は
家
康
様
の
も

と
か
ら
遠
く
離
れ
て
戦
っ
て
い
ま
し
た
が
、
味
方
の
先
陣
が
敗
れ

そ
う
な
の
を
見
て
、
家
康
様
の
も
と
に
戻
っ
て
拝は

い

謁え
つ

し
ま
し
た
。

こ
の
時
家
康
様
の
側
に
い
た
の
は
わ
ず
か
に
七
、八
騎
で
し
た
。

正
成
は
家
康
様
を
諌
め
て
、
最
後
尾
の
守
り
を
務
め
て
引
き
退
き

ま
し
た
。
息
子
の
正
貞
は
、
敵
陣
に
紛
れ
て
い
た
た
め
味
方
が
退

く
の
に
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
正
成
は
正
貞
の
生
死
が
気
に
な

っ
て
、
馬
を
返
し
て
敵
陣
に
戻
る
と
、
正
貞
は
数
人
の
敵
と
戦
っ

て
い
ま
し
た
。
正
成
は
槍
を
取
っ
て
そ
の
敵
を
追
い
払
い
、
敵
の

馬
を
奪
い
取
っ
て
正
貞
を
乗
せ
て
無
事
に
退
却
し
ま
し
た
（
別
の

史
料
で
は
、
こ
の
戦
い
で
正
成
は
、
鳥
居
信
元
と
と
も
に
家
康
様

の
馬
に
付
き
従
っ
て
退
く
時
、
信
元
は
正
成
に
対
し
て
「
自
分
が

こ
こ
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
、
敵
を
防
い
で
討
ち
死
に
す
る
。
貴
殿

は
殿
を
助
け
て
退
い
て
く
れ
」
と
言
っ
た
の
で
、
正
成
は
「
危
に

臨
ん
で
命
を
落
と
す
の
は
願
う
と
こ
ろ
だ
。
お
前
は
私
よ
り
年
が

若
い
の
だ
か
ら
、
永
く
仕
え
て
忠
勤
を
尽
く
す
べ
き
だ
。
今
日
討

ち
死
に
す
る
の
は
私
で
あ
る
」
と
し
て
引
き
返
そ
う
と
し
ま
し

た
。信
元
が
正
成
を
引
き
留
め
て
色
々
と
争
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
、

家
康
様
が
塩
市
口
の
方
へ
向
か
わ
れ
た
の
を
危
惧
し
、
正
成
は
息

子
の
弥
九
郎
に
向
か
っ
て
、「
お
前
が
殿
の
身
代
わ
り
に
な
れ
」

と
言
い
ま
し
た
。
弥
九
郎
は
「
も
と
よ
り
願
う
と
こ
ろ
で
す
」
と

答
え
た
の
で
、
正
成
は
「
自
分
が
戻
っ
て
討
ち
死
に
す
る
の
は
簡

単
だ
が
、
殿
に
従
っ
て
い
る
者
は
皆
若
年
な
の
で
不
安
で
あ
る
。

自
分
が
も
し
討
ち
死
に
し
た
ら
殿
も
ま
た
危
な
い
。
お
前
が
踏
み
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と
ど
ま
る
べ
き
だ
」
と
言
い
な
が
ら
家
康
様
の
馬
に
付
き
従
い
、

弥
九
郎
は
引
き
返
し
て
討
ち
死
に
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、正
成
の
子
に
弥
九
郎
と
い
う
者
が
い
た
証
拠
が
な
い
の
で
、

疑
わ
し
い
と
こ
ろ
で
す
）。

天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
九
月
、
武
田
勝
頼
が
天
龍
川
近
辺
に
陣

を
構
え
た
と
の
情
報
が
あ
り
、
家
康
様
は
兵
士
に
命
じ
て
物も

の

見み

を

出
さ
れ
ま
し
た
。
正
成
も
そ
の
一
人
で
し
た
。

天
正
三
年
（
一
五
七
五
）、
長
篠
の
戦
い
で
は
、
植
村
家
政
と
と

も
に
家
康
様
の
お
側
に
付
き
従
い
ま
し
た
。
正
成
の
行
動
は
家
康

様
の
意
に
か
な
っ
た
も
の
で
し
た
。
家
康
様
が
退
陣
し
た
時
は
、

最
後
尾
を
守
り
、
槍
で
敵
を
突
い
て
首
を
取
り
ま
し
た
（
あ
る
史

料
に
は
、
こ
の
時
織
田
信
長
が
使
い
を
寄
こ
し
て
、「
家
康
が
先

陣
を
指
揮
せ
よ
」
と
言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
正
成
は
「
我
が
主
人

は
そ
の
よ
う
な
差
図
を
他
人
か
ら
受
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

正
成
が
こ
の
よ
う
に
答
え
た
と
伝
え
よ
」
と
言
っ
て
使
者
を
追
い

返
し
ま
し
た
。
信
長
は
こ
れ
を
聞
い
て
、「
徳
川
家
に
は
よ
い
家

臣
が
沢
山
い
る
」
と
ほ
め
称
え
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

別
の
史
料
で
は
鳥
居
忠
広
の
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
通
称
の
「
四

郎
左
衛
門
」
が
同
じ
で
あ
る
た
め
に
誤
記
し
た
よ
う
で
す
）。

こ
の
年
の
六
月
、
遠
江
国
二
俣
城
を
攻
め
た
時
、
正
成
は
こ
れ
よ

り
前
に
誤
っ
て
足
に
怪
我
を
し
て
い
た
た
め
従
軍
せ
ず
、
浜
松
城

の
守
り
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
。
家
康
様
は
夜
中
に
二
俣
城
を
攻

め
ま
し
た
が
、
急
に
風
雨
が
激
し
く
な
っ
て
き
て
、
思
う
よ
う
に

兵
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
や
む
な
く
浜
松
に

引
き
返
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
、
本
多
忠
勝
が
先
に
人
を
遣
わ
し

て
、「
今
、
殿
が
帰
ら
れ
る
。
門
を
開
け
」
と
言
い
ま
し
た
が
、

正
成
は
従
者
に
命
令
し
、
門
を
堅
く
閉
ざ
し
て
開
け
ま
せ
ん
。
や

が
て
忠
勝
が
門
を
叩
い
て
叫
び
ま
し
た
が
、
正
成
は
門
の
櫓
に
上

が
り
、「
何
者
で
あ
る
か
、
も
し
退
か
な
け
れ
ば
撃
ち
殺
せ
」
と

言
い
な
が
ら
鉄
砲
に
火
縄
を
つ
け
さ
せ
た
の
で
、
人
々
は
た
じ
ろ

い
で
進
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
忠
勝
が
こ
の
事
を
申
し

上
げ
る
と
、
家
康
様
は
た
だ
一
騎
で
門
の
際
ま
で
や
っ
て
き
て
、

「
正
成
は
こ
こ
に
お
る
か
、
自
分
は
今
帰
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
正
成
は
こ
の
声
を
聞
く
と
、
狭さ

間ま

か
ら
提
灯
を
出
し
て

確
認
し
、
急
い
で
櫓
を
下
り
て
、
自
ら
門
を
開
け
て
入
城
さ
せ
ま

し
た
。
家
康
様
は
い
た
く
感
心
し
、「
正
成
に
城
を
守
ら
せ
れ
ば
、

た
と
え
敵
に
虚
を
突
こ
う
と
す
る
謀
将
が
い
て
も
、
ど
う
し
て
城

が
落
ち
よ
う
か
」
と
何
度
も
ほ
め
称
え
ま
し
た
。

こ
の
年
の
九
月
、
遠
江
国
小
山
城
を
包
囲
し
ま
し
た
。
武
田
勝
頼

は
、
こ
れ
を
聞
い
て
大
井
川
近
辺
に
陣
を
構
え
た
の
で
、
家
康
様

は
包
囲
を
解
い
て
退
却
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
の
時
正
成
は
、

山
路
に
沿
っ
て
の
退
却
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
酒
井
忠
次
は
、

河
原
に
沿
っ
て
敵
と
相あ

い

対た
い

し
な
が
ら
退
却
す
べ
き
と
言
い
、
結
局

忠
次
の
意
見
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

天
正
四
年
（
一
五
七
六
）、
武
田
勝
頼
が
遠
江
国
横
須
賀
に
出
陣

し
た
時
、
正
成
は
物
見
と
し
て
そ
の
地
に
行
き
ま
し
た
。
勝
頼
が

退
却
し
た
時
、
味
方
の
兵
の
多
く
が
戦
お
う
と
し
ま
し
た
が
、
正

成
は
よ
く
情
勢
を
察
し
て
、
兵
士
を
抑
え
て
戦
わ
せ
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
家
康
様
の
意
に
沿
っ
た
も
の
で
し
た
。

同
じ
年
、
高
天
神
城
を
攻
め
た
時
、
正
成
は
城
中
に
矢
を
射
て
多

く
の
敵
兵
を
倒
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
敵
陣
か
ら
正
成
の
矢
が
送

り
返
さ
れ
、
一
本
の
矢
で
二
人
を
殺
す
の
は
普
通
の
射
手
で
は
な

い
と
ほ
め
称
え
ら
れ
ま
し
た
。

天
正
七
年
（
一
五
七
九
）、
徳
川
秀
忠
様
が
ま
だ
胎
内
に
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
頃
、
正
成
の
夢
の
中
に
白
張
の
装
束
を
し
た
老
人
が
忽

然
と
現
れ
て
、「
咲さ

く

花は
な

に 

河
内
・
和
泉
の
治お
さ
ま

り
て 

小こ

金が
ね

の
橋
を 

か
く
る
よ
ね
く
ら
」
と
い
う
歌
を
口
ず
さ
み
ま
し
た
。
正
成
は
不

審
に
思
い
、「
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
」
と
声
を
か
け
ま
し
た
。
そ

の
老
人
は
、「
当
町
の
八
幡
か
ら
」
と
答
え
て
立
ち
去
り
ま
し
た
。

目
覚
め
た
後
も
不
審
は
晴
れ
ず
、
夜
明
け
を
待
っ
て
急
い
で
出
仕

し
、
家
康
様
の
も
と
に
参
上
し
て
事
細
か
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。

家
康
様
は
そ
れ
を
聞
い
て
喜
び
、
今
度
生
ま
れ
て
く
る
子
が
男
子

な
ら
ば
必
ず
世
継
ぎ
に
す
る
べ
き
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）、
遠
江
国
の
色
尾
合
戦
の
時
に
は
、
弓

や
槍
を
取
っ
て
手
柄
を
た
て
ま
し
た
。
勝
頼
が
兵
士
を
率
い
て
水

辺
に
あ
ら
わ
れ
た
時
、
正
成
は
た
く
さ
ん
の
矢
を
射
ま
し
た
が
当

た
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
松
平
康
安
を
傍
に
立
て
て
矢
の
当
た
る
狙

い
ど
こ
ろ
を
告
げ
さ
せ
、
正
成
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
ま
た
矢
を
射

ま
し
た
。
す
る
と
敵
が
乗
る
馬
の
背
中
に
矢
が
当
た
り
ま
し
た
。

馬
が
驚
い
て
乗
っ
て
い
る
者
を
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
落
と
す
の
を
見

て
、
味
方
は
声
を
そ
ろ
え
て
笑
い
な
が
ら
退
却
し
ま
し
た
。

天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
三
月
、
尾
張
国
で
織
田
信
雄
と
豊
臣

秀
吉
が
合
戦
し
た
時
、
信
雄
か
ら
援
兵
を
頼
ま
れ
た
た
め
、
家
康

様
は
出
陣
さ
れ
ま
し
た
。
す
で
に
敵
は
小
牧
の
あ
た
り
に
火
を
つ

け
た
と
聞
き
、
軍
中
の
法
令
を
定
め
ま
し
た
。
正
成
は
命
を
う
け

て
、
高
木
清
秀
と
と
も
に
軍い

く
さ
ぶ
ぎ
ょ
う

奉
行
と
な
り
ま
し
た
。
四
月
六
日
、
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秀
吉
は
陣
を
楽
田
に
移
し
、
不
在
の
岡
崎
城
を
攻
撃
し
よ
う
と
し

て
、
三
好
（
豊
臣
）
秀
次
を
首
将
に
、
堀
秀
政
・
森
長
可
・
池
田

恒
興
な
ど
と
犬
山
を
出
発
し
て
、
篠
木
・
柏
井
に
陣
を
構
え
ま
し

た
。
家
康
様
は
こ
れ
を
聞
き
、
榊
原
康
政
・
大
須
賀
康
高
を
小
牧

山
か
ら
出
発
さ
せ
て
、
敵
の
後
を
追
っ
て
岩
崎
に
赴
か
せ
、
家
康

様
自
身
も
小
牧
山
か
ら
動
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
旗
本
の
鉄
砲
隊

二
百
人
を
選
ん
で
側
に
置
き
、
正
成
も
大
久
保
忠
佐
・
高
木
清
秀

と
と
も
に
最
後
尾
の
守
り
を
務
め
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

同
月
九
日
、
池
田
恒
興
ら
が
三
河
国
と
の
国
境
に
入
ろ
う
と
し
ま

し
た
。
榊
原
康
政
・
大
須
賀
康
高
は
こ
れ
を
見
て
、
秀
次
の
後
ろ

か
ら
打
っ
て
出
た
た
め
、
秀
次
の
陣
は
混
乱
し
て
崩
れ
そ
う
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
堀
秀
政
が
指
示
し
て
隊
列
を
立
て
直
し
、

恒
興
も
引
き
返
し
て
き
た
の
で
、
味
方
は
敗
走
し
か
か
っ
て
い
ま

し
た
。
家
康
様
は
こ
の
状
況
を
聞
き
、
正
成
と
高
木
清
秀
を
呼
ん

で
、「
敵
の
形
勢
と
土
地
の
利
害
、
さ
ら
に
は
富
士
ヶ
根
山
の
要

害
を
見
て
く
る
よ
う
に
」
と
命
じ
ま
し
た
。
両
者
は
命
令
を
受
け

て
先
陣
に
向
か
い
ま
し
た
。
こ
の
時
、
先
陣
が
崩
れ
そ
う
な
の
を

見
て
、
そ
の
事
を
伝
え
よ
う
と
旗
本
の
隊
に
引
き
返
し
て
き
た
先

手
の
軍
奉
行
の
渡
辺
守
綱
に
出
会
い
ま
し
た
。
両
者
は
守
綱
に
形

勢
を
尋
ね
ま
す
。
守
綱
は
、「
味
方
が
崩
れ
そ
う
な
の
で
、
敵
が

何
度
も
攻
撃
を
し
か
け
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
陣
形
が
乱

れ
た
敵
陣
に
旗
本
勢
で
か
か
れ
ば
、
必
ず
勝
利
を
得
ら
れ
る
で
し

ょ
う
」
と
答
え
て
、
旗
本
の
隊
に
向
か
い
ま
し
た
。
正
成
も
守
綱

と
一
緒
に
旗
本
の
隊
に
行
き
、「
敵
は
多
勢
で
あ
り
、
そ
の
う
え

勝
ち
誇
っ
て
い
る
、
早
く
岡
崎
へ
退
却
し
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
言

い
ま
し
た
（
あ
る
史
料
に
は
、
こ
の
時
家
康
様
は
「
物
見
は
ど
う

で
あ
っ
た
か
」
と
問
わ
れ
た
の
で
、
正
成
が
「
勝
利
を
得
た
の
で

岡
崎
へ
退
く
よ
う
に
」
と
申
し
た
と
記
し
て
あ
り
ま
す
。
別
の
史

料
に
は
、
こ
の
戦
い
で
本
多
広
孝
の
隊
列
が
崩
れ
た
時
、
高
木
清

秀
が
も
し
こ
の
形
勢
を
家
康
様
に
言
上
し
た
な
ら
ば
合
戦
は
負
け

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
正
成
は
考
え
ま
し
た
。
そ
う
な
っ
て

し
ま
っ
て
は
た
だ
ご
と
で
は
な
い
と
し
て
、
清
秀
よ
り
も
先
に
家

康
様
の
と
こ
ろ
に
行
き
、「
今
こ
そ
必
死
の
合
戦
を
す
る
べ
き
で

す
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
家
康
様
は
聞
き
入
れ
ま
し
た
が
、
傍

ら
に
い
た
本
多
正
信
は
、「
正
成
は
軽
は
ず
み
な
事
を
申
す
も
の

よ
」
と
咎
め
ま
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
正
成
は
「
い
や
、
合
戦
の

事
は
自
分
に
任
せ
ら
れ
よ
、
と
も
か
く
攻
め
か
か
ら
せ
よ
」
と
申

し
上
げ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
勝
利
を
得
た
と
載
せ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
別
の
史
料
の
記
載
と
も
異
な
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
不
明

な
の
で
本
文
に
は
載
せ
て
い
ま
せ
ん
）。
ど
う
い
う
わ
け
か
、
家

康
様
は
た
だ
笑
い
な
が
ら
、「
清
秀
は
ど
う
し
て
い
る
か
」
と
質

問
し
た
だ
け
で
、
ほ
か
の
話
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
て

清
秀
は
先
陣
に
進
み
、
挑
ん
で
く
る
敵
陣
に
ま
で
入
り
、
手
柄
を

た
て
て
首
級
を
提
げ
て
き
ま
し
た
。「
戦
い
は
勝
ち
で
し
ょ
う
。

隊
列
の
乱
れ
た
敵
に
今
こ
そ
攻
撃
す
る
と
き
で
す
」
と
言
い
ま
し

た
。
守
綱
も
同
じ
く
進
言
し
た
の
で
、
家
康
様
は
「
今
こ
そ
攻
撃

せ
よ
」
と
指
図
し
、
正
成
と
本
多
正
信
に
人
員
を
与
え
て
出
発
さ

せ
ま
し
た
。
家
康
様
も
馬
を
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
先
導
し
て
い
た

渡
辺
守
綱
が
良
い
地
を
見
極
め
て
立
ち
帰
り
、「
長
久
手
原
の
上

に
あ
る
富
士
ヶ
根
山
こ
そ
御
旗
を
立
て
る
の
に
良
い
地
で
あ
る
」

と
言
い
ま
し
た
。
正
成
は
こ
れ
を
危
ぶ
み
、
疑
問
に
感
じ
な
が
ら

も
き
ち
ん
と
見
極
め
て
か
ら
申
し
上
げ
よ
う
と
、
石
黒
善
九
郎
を

伴
っ
て
そ
の
場
所
に
行
っ
て
帰
っ
て
き
て
か
ら
、「
守
綱
の
言
葉

は
正
し
い
。
速
や
か
に
進
む
よ
う
に
」
と
申
し
上
げ
た
の
で
、
や

が
て
御
旗
が
富
士
ヶ
根
山
に
立
ち
ま
し
た
（
別
の
史
料
に
は
、
渡

辺
則
綱
が
申
し
上
げ
た
の
を
受
け
て
、
正
成
が
仰
せ
を
受
け
て
石

黒
善
九
郎
と
と
も
に
敵
陣
の
西
、
岐
阜
嶽
山
と
前
山
の
間
を
見
て

ま
わ
り
、「
こ
の
地
に
御
旗
を
立
て
る
よ
う
に
」
と
申
し
上
げ
た

の
で
、
や
が
て
そ
こ
に
陣
を
据
え
た
と
記
し
、
ま
た
別
の
史
料
に

は
、
正
成
と
清
秀
を
斥
候
と
し
て
遣
わ
し
、
富
士
ヶ
根
山
に
至
っ

て
そ
の
地
の
様
子
や
敵
の
形
勢
を
見
極
め
て
立
ち
帰
り
、「
敵
は

一
つ
に
な
っ
て
い
な
い
様
子
な
の
で
、
富
士
ヶ
根
山
へ
移
れ
ば
利

を
得
ら
れ
る
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
本
多
正
信
が
こ
れ
を
聞
い

て
、「
小
勢
の
隊
で
前
後
に
敵
を
引
き
受
け
た
ら
ど
う
な
っ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
か
」
と
危
ぶ
ん
だ
時
、
斥
候
と
し
て
出
て
い
た
渡
辺

守
綱
・
大
久
保
忠
佐
が
立
ち
帰
っ
て
き
て
、「
速
や
か
に
富
士
ヶ

根
山
へ
移
る
よ
う
に
」
と
申
し
上
げ
た
の
で
、
す
ぐ
に
井
呂
根
か

ら
富
士
ヶ
根
山
へ
移
っ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
今
で
も
ど
れ
が
正

し
い
の
か
詳
細
は
不
明
で
す
）。
こ
う
し
て
正
成
は
、
高
木
清
秀

と
と
も
に
鉄
砲
の
兵
を
指
揮
し
て
、
家
康
様
の
本
陣
の
南
東
に
あ

る
小
林
山
の
尾
崎
か
ら
鉄
砲
を
放
つ
と
、
敵
は
こ
れ
に
驚
き
恐
れ

て
進
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
つ
い
に
池
田
恒
興
父
子
を
討
ち
倒

し
た
の
で
、
敵
は
散
り
散
り
に
な
っ
て
敗
走
し
ま
し
た
。
味
方
は

こ
れ
を
追
っ
て
討
ち
、
多
く
の
首
級
を
得
ま
し
た
。
龍
泉
寺
か
ら

約
一
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
隔
て
た
と
こ
ろ
に
砂
川
が
あ
り
ま
す
。

正
成
は
、
馬
を
横
に
し
て
旗
を
振
り
、
退
却
せ
よ
と
指
図
し
た
の
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で
、
各
々
こ
こ
で
追
う
の
を
や
め
て
、
兵
を
ま
と
め
て
退
き
ま
し

た
。

家
康
様
の
凱
旋
が
あ
り
、
首
実
検
を
行
っ
て
、
諸
将
の
武
功
を
賞

し
ま
し
た
。
そ
の
時
正
成
は
、
高
木
清
秀
と
と
も
に
家
康
様
の
前

に
進
み
、「
豊
臣
家
の
気
質
は
勇
敢
で
、
こ
の
敗
戦
を
聞
け
ば
必

ず
や
っ
て
来
て
戦
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
味
方
の
兵
は
こ
と

ご
と
く
疲
れ
て
い
る
の
で
、
し
ば
ら
く
休
ま
せ
た
ほ
う
が
よ
い
」

と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
を
お
聞
き
入
れ
く
だ
さ
り
、
軍
を
引

き
返
し
、
小
幡
城
に
家
康
様
が
入
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
池
田
恒

興
の
首
に
采
配
と
太
刀
を
添
え
て
、
織
田
信
雄
の
も
と
に
贈
り
ま

し
た
。
丹
羽
六
大
夫
と
同
じ
く
、
正
成
も
命
に
よ
り
使
者
を
務
め

ま
し
た
。
こ
の
戦
い
で
甲
斐
国
の
先
方
の
兵
が
討
ち
取
っ
た
首
級

は
、
正
成
と
大
久
保
忠
佐
が
こ
れ
を
改
め
ま
し
た
。
十
一
日
、
家

康
様
の
前
に
召
さ
れ
て
、
こ
の
度
の
軍
功
を
賞
せ
ら
れ
る
と
と
も

に
、
家
康
様
の
感
心
を
得
て
金
の
采
配
を
下
賜
さ
れ
、
三
河
国
幡

豆
郡
に
領
地
七
百
石
を
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
閏
八
月
、
信
濃
国
上
田
城
を
攻
め
た

時
、
味
方
の
諸
勢
が
敵
に
阻
ま
れ
て
進
む
こ
と
も
退
く
こ
と
も
難

し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
城
景
茂
と
玉
虫
繁
茂
の
兄
弟
が
相

談
し
、「
足あ

し

軽が
る

の
攻
め
か
か
り
方
が
良
く
な
い
た
め
で
あ
り
、
こ

れ
で
は
勝
利
を
得
る
事
は
難
し
い
」
と
申
し
上
げ
た
こ
と
に
よ

り
、
正
成
は
仰
せ
を
受
け
て
同
地
に
向
か
い
、「
足
軽
の
攻
め
か

か
り
方
を
よ
く
調
練
し
た
後
に
攻
め
か
か
る
べ
き
」
と
言
い
ま
し

た
。
人
々
は
納
得
せ
ず
、「
調
練
し
な
く
て
も
そ
の
場
に
臨
め
ば

ど
の
よ
う
な
働
き
で
も
す
る
も
の
だ
」
と
言
う
の
で
、
正
成
は

「
調
練
を
す
れ
ば
ま
す
ま
す
疑
い
の
な
い
勝
利
に
な
る
」
と
し
て
、

二
十
五
人
ず
つ
に
配
置
し
て
、
調
練
し
た
後
に
攻
め
か
か
る
と
、

思
い
の
ま
ま
に
勝
利
を
得
て
、
無
事
に
引
き
揚
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
敵
兵
は
こ
の
形
勢
を
見
て
、
武
功
あ
る
者
が
い
る
と
み

て
、
以
前
の
足
軽
の
差
配
を
替
え
て
、
よ
く
立
て
直
し
た
も
の
だ

と
賞
賛
し
ま
し
た
。
こ
の
戦
い
で
正
成
は
、
大
久
保
忠
佐
と
と
も

に
、
保
科
正
直
の
と
こ
ろ
ま
で
家
康
様
の
書
状
を
届
け
ま
し
た
。

使
者
の
命
を
受
け
て
「
こ
の
度
の
戦
い
で
は
昼
夜
の
戦
闘
が
並
大

抵
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
怠
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
」
と
の
家
康

様
の
仰
せ
を
伝
え
ま
し
た
。

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）、
小
田
原
の
戦
い
に
従
軍
し
た
時
、

豊
臣
秀
吉
が
正
成
と
対
面
し
た
い
と
織
田
信
雄
を
介
し
て
家
康
様

に
伝
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
正
成
は
「
年
老
い
て
い
ま
す
の

で
」
と
し
て
辞
退
し
、
と
う
と
う
対
面
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の

頃
、
家
康
様
は
家
来
に
領
地
を
分
け
与
え
る
た
め
秀
吉
と
相
談
し

て
お
り
、
あ
る
人
が
正
成
の
と
こ
ろ
に
き
て
そ
の
こ
と
を
話
し
ま

し
た
。「
そ
れ
は
誰
な
の
か
」
と
問
う
と
、「
君
に
は
五
千
石
与
え

る
予
定
だ
と
聞
い
た
」
と
答
え
ま
し
た
。正
成
は
そ
れ
を
聞
い
て
、

「
そ
う
だ
と
す
る
と
過
分
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
人
々
は

ど
う
な
の
か
」
と
問
い
ま
し
た
。「
高
木
清
秀
、
牧
野
康
成
、
阿

部
正
勝
な
ど
を
は
じ
め
、
西
尾
吉
次
な
ど
も
候
補
で
あ
る
」
と
答

え
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
ほ
か
の
人
を
問
う
と
、
そ
の
名
を
列
挙
し

ま
し
た
が
、
正
成
は
そ
れ
を
聞
い
て
「
自
分
も
高
木
清
秀
な
ど
と

同
じ
よ
う
に
領
地
を
賜
る
の
は
、
武
功
の
勝
れ
た
者
だ
け
へ
の
恩

賞
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
い
人
も
加
わ
っ
て
い
る
の
は

面
白
く
な
い
」
と
歎
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
武
蔵
国
埼
玉
郡
の
内

に
五
千
石
の
領
地
を
賜
り
、
後
に
領
地
の
一
部
に
あ
た
る
栢
間
村

に
隠
居
し
、
剃て

い

髪は
つ

し
て
善
宗
と
号
し
ま
し
た
。

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）、
石
田
三
成
が
反
逆
し
た
時
、
徳
川
秀

忠
様
が
出
馬
す
る
前
に
、
本
多
正
信
の
招
き
に
よ
っ
て
江
戸
に
や

っ
て
き
ま
し
た
。
正
信
は
、「
こ
の
度
の
出
陣
は
い
か
に
も
不
安

で
あ
る
。そ
れ
と
い
う
の
も
上
方
勢
は
十
五
万
ほ
ど
と
聞
く
の
に
、

こ
ち
ら
は
わ
ず
か
に
五
万
あ
ま
り
で
あ
る
。
危
険
な
合
戦
で
は
あ

る
が
秀
忠
様
の
出
陣
は
必
要
不
可
欠
な
こ
と
な
の
で
、
今
さ
ら
ど

う
し
よ
う
も
な
い
。
君
は
老
功
な
の
で
打
ち
明
け
る
が
、
ど
う
し

た
ら
よ
い
か
」
と
問
い
ま
し
た
。
正
成
は
そ
れ
を
聞
い
て
、「
私

は
そ
の
よ
う
な
心
配
は
し
て
い
な
い
。
必
ず
勝
利
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
秀
忠
様
が
若
年
の
時
か
ら
お
側
で
見
て
き
た
け

れ
ど
も
、
い
つ
も
は
耳
に
聞
い
て
怖
が
る
こ
と
で
も
、
実
際
目
に

す
る
と
剛
強
に
振
る
舞
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
今
回
も

こ
こ
で
は
不
安
で
危
険
に
感
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼か

の
地
に
至

れ
ば
鬼
神
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
て
こ
そ
勝
利

も
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
三
成
も
要
害
に
籠
ら
ず
東
海
道
に
陣
を
構

え
る
と
聞
い
て
い
る
。
家
康
様
の
出
馬
と
聞
け
ば
垂
井
・
赤
坂
・

関
ヶ
原
あ
た
り
ま
で
出
て
き
て
、
西
国
勢
を
頼
り
に
野
戦
を
仕
掛

け
、
東
国
の
小
勢
を
捕
え
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
味
方

は
時
を
移
さ
ず
戦
い
を
始
め
ら
れ
よ
。
も
し
時
間
を
置
い
て
、
敵

の
多
勢
が
様
々
な
要
所
に
立
て
籠
り
、
そ
の
要
所
を
拠
点
に
し
て

互
い
に
助
け
あ
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
と
て
も
勝
利
を
得
る

事
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
今
の
東
国
に
は
攻
撃
的
な
戦
い
を
好

み
、
た
め
ら
い
の
な
い
大
将
が
三
人
い
る
。
第
一
に
家
康
様
、
次
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に
井
伊
直
政
・
福
嶋
正
則
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
皆
勇
将
で
あ
り
、

速
や
か
な
戦
い
を
仕
掛
け
た
ら
、
思
い
通
り
勝
利
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
は
ず
だ
と
言
っ
た
も
の
だ
」
と
答
え
ま
し
た
。
こ
の
時
家

康
様
が
正
成
を
召
し
て
秀
忠
様
の
お
供
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、

正
成
は
「
麒き

り
ん麟
も
老
い
れ
ば
駑ど

馬ば

（
足
の
遅
い
馬
）
に
も
劣
る
と

い
う
の
に
、
駑
馬
が
老
い
た
の
に
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
任
に
あ

た
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
辞
退
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
聞

い
て
、「
い
や
、
接
近
戦
を
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
乗
物
を
使
っ

て
も
よ
い
の
で
供
を
し
て
く
れ
な
い
か
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

が
、堅
く
固
辞
し
て
栢
間
の
地
に
帰
り
ま
し
た
（
別
の
史
料
に
は
、

御
出
馬
の
後
に
、
正
成
が
、「
こ
の
度
、
敵
方
は
き
っ
と
家
康
様

の
出
馬
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
着
陣
し

て
そ
の
ま
ま
合
戦
と
な
れ
ば
、
敵
は
油
断
し
て
い
る
の
で
、
必
ず

勝
利
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
三
方
ヶ
原
の
難
戦
以
後
は

懲
り
て
お
り
、
か
つ
家
康
様
も
年
齢
的
に
老
い
た
た
め
に
、
も
し

た
め
ら
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
勝
利
は
心
も
と
な
い
。
自
分

が
従
軍
す
れ
ば
必
ず
利
を
得
る
よ
う
に
図
る
の
に
」
と
あ
る
人
に

語
っ
た
事
が
見
え
ま
す
が
、
疑
わ
し
い
の
で
本
文
に
は
記
し
ま
せ

ん
）。

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
四
月
、
病
に
か
か
っ
た
時
、
秀
忠
様
が

侍じ

医い

の
久
志
本
常
衡
に
治
療
を
施
さ
せ
ま
し
た
。
し
か
し
つ
い
に

癒い

え
ず
、
同
月
十
二
日
、
七
十
六
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
。
法ほ
う
み
ょ
う名も

善
宗
と
い
い
ま
す
。

い
つ
の
頃
か
、
正
成
が
家
康
様
の
前
で
話
し
た
つ
い
で
に
、「
今

よ
り
後
に
、
自
分
と
同
じ
よ
う
な
武
勇
の
あ
る
人
が
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。
傍
ら
に
い
た
人
々
は
こ

れ
を
不
思
議
に
思
い
、
何な

に

故ゆ
え

に
そ
の
よ
う
に
言
う
の
か
と
咎
め
ま

し
た
。
正
成
は
、「
武
田
信
玄
が
世
に
あ
っ
た
頃
は
、
殿
が
出
陣

す
る
た
び
に
自
分
が
先
手
と
な
り
、
一
度
も
後
れ
を
取
っ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
信
玄
が
死
ん
だ
後
は
彼
に
等
し
い
敵
は
い
な

い
。
今
後
も
信
玄
の
よ
う
な
敵
が
出
て
く
れ
ば
、
ま
た
自
分
と
同

じ
よ
う
な
者
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
言
い
ま
し
た
（
あ
る
史
料

で
は
、
美
濃
国
に
老
婆
狐
と
い
う
も
の
が
い
ま
し
た
。
人
を
誑
ら

か
す
こ
と
が
巧
み
で
、
肩
の
上
や
手
に
乗
る
け
れ
ど
も
目
に
は
見

え
ま
せ
ん
。
若
年
の
者
達
が
な
ん
と
か
し
て
殺
そ
う
と
様
々
な
手

を
尽
く
し
て
も
殺
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
時
、
正
成
は
自
分
の

腕
を
出
し
て
、「
こ
の
手
に
乗
れ
」
と
呼
び
ま
し
た
が
、
老
婆
狐

は
人
の
言
葉
を
喋
っ
て
、「
そ
の
手
に
乗
っ
た
な
ら
、
手
と
も
ど

も
斬
ろ
う
と
思
っ
て
構
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
の
手
に
は
乗

ら
な
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
の
話
を
聞
い
た
人
は
、
正
成
の
勇

気
に
感
心
し
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
別
の
史
料
で

は
阿
部
正
之
の
こ
と
と
し
、
ま
た
別
の
史
料
で
は
大
久
保
忠
教
の

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ど
の
説
が
正
し
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
）。

正
成
が
栢
間
の
地
に
隠
居
を
し
た
後
は
、
家
康
様
が
鷹
狩
り
に
出

る
時
は
必
ず
時じ

服ふ
く

を
二
領り
ょ
うほ
ど
持
っ
て
、
正
成
の
も
と
に
お
出
で

に
な
っ
て
こ
れ
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
は
正
成
の
妻
も
家

康
様
に
拝
謁
し
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
あ
る
時
、
鷹
狩
り
の
際
に

栢
間
の
地
を
訪
ね
て
家
康
様
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
「
私
は
以
前
、

ど
の
よ
う
に
世
を
治
め
れ
ば
お
前
達
に
大
禄
を
与
え
ら
れ
る
の
か

と
考
え
て
い
た
が
、
今
は
と
に
か
く
打
算
が
優
先
し
て
以
前
の
志

に
反
し
て
い
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
気
に
と
め
て
い
な
い
訳
で
は

な
い
。
た
だ
し
、
老
を
養
う
だ
け
の
領
地
は
与
え
よ
う
」
と
し
て

二
千
石
を
賜
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ま
た
栢
間
の
地
を
訪
ね
た
時
、「
お
前
は
、
昔
は
強こ

わ

飯い
い

を
蒸
す
事
が
上
手
だ
っ
た
が
、
今
で
も
そ
う
か
」
と
問
わ
れ
た
の

で
、
強
飯
を
蒸
し
て
差
し
出
し
た
そ
う
で
す
。

正
成
の
長
男
の
正
貞
は
、
父
の
勘か

ん

気き

を
受
け
て
家
を
継
ぎ
ま
せ
ん

で
し
た
。
次
男
の
正
成
が
跡
取
り
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
正
成
は
、
三
河
国
に
生
れ
て
、
初
め
四
郎
左
衛
門
と
い
い
ま

し
た
。
家
康
様
に
仕
え
て
、
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）、
長
久

手
の
戦
い
に
従
軍
し
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）、
関
が
原
の
戦

い
に
お
供
を
し
ま
し
た
。

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
九
月
、
近
江
国
坂
田
郡
に
二
千
石
を
加

増
さ
れ
（
別
の
史
料
に
は
、
こ
の
年
に
領
地
を
継
い
だ
と
あ
り
ま

す
が
、
正
成
は
慶
長
五
年
以
前
に
剃
髪
し
て
栢
間
の
領
地
に
隠
居

し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
よ
り
前
に
家
を
継
い
で
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
す
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。
ま
た
、
ほ
か
の
史

料
を
参
考
に
す
る
と
、
加
増
二
千
石
の
領
地
は
、
父
の
養
老
料
と

し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
死
後
も
そ
の
ま
ま
加
増
と
し
て
賜
っ

た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
根
拠
が
な
く
本
文
に
は
加
え

づ
ら
い
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
後
の
考
察
に
任
せ
ま
す
。）、
合
わ

せ
て
七
千
石
を
知ち

ぎ
ょ
う行

し
て
、
後
に
伏
見
城
代
と
な
り
ま
し
た
。

慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
十
二
月
十
二
日
、
四
十
二
歳
で
亡
く
な

り
ま
し
た
。
法
名
は
淨
安
と
い
い
ま
す
。

そ
の
子
の
忠
俊
は
、
初
め
新
五
郎
と
い
い
ま
し
た
。
父
の
領
地
を

継
い
で
五
千
石
を
知
行
し
、
二
千
石
を
弟
の
正
成
に
分
け
与
え
ま
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し
た
。
後
に
御ご

書し
ょ

院い
ん

の
番
士
と
な
り
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）

二
月
、
長
年
の
不
正
が
あ
っ
た
た
め
に
改か

い

易え
き

さ
せ
ら
れ
て
家
は
絶

え
ま
し
た
。

補
遺
（
天
正
十
二
年
正
月
、掛
川
合
戦
の
条
）
二
十
三
日
の
暁
に
、

正
成
は
渡
辺
守
綱
等
と
同
じ
く
先さ

き

駆が

け
と
し
て
忠
戦
を
尽
く
し
ま

す
。
敵
が
敗
北
し
て
退
却
す
る
に
乗
じ
て
、
正
成
・
守
綱
及
び
服

部
半
蔵
が
後
を
追
っ
て
、
城
門
に
至
り
ま
す
。
こ
の
戦
い
は
夜
を

通
し
て
の
戦
い
に
な
っ
た
の
で
、
誰
も
目
印
と
な
る
指
物
は
用
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
小
坂
新
助
だ
け
が
灯と

う

籠ろ
う

の
指さ
し

物も
の

を
用
い

た
の
で
、
夜
が
明
け
る
ほ
ど
に
よ
く
見
え
て
、
彼
が
一
番
に
城
へ

達
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
実
際
に
惣そ

う

門も
ん

に
入
っ
た
の
は

正
成
と
守
綱
の
二
人
で
し
た
。

補
遺
（
天
正
三
年
、
三
方
ヶ
原
合
戦
の
条
）
味
方
が
退
く
の
を
見

て
敵
が
後
を
追
っ
て
来
た
と
こ
ろ
、
天
野
康
景
が
金
の
馬う

ま
よ
ろ
い鎧を

つ

け
た
武
者
に
馬
上
か
ら
槍
を
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
時
、
弓
を
持
っ

た
敵
一
人
が
、
歩
い
て
塚
の
陰
か
ら
家
康
様
の
お
側
近
く
に
忍
び

寄
っ
て
き
ま
し
た
。
正
成
が
こ
れ
に
気
づ
い
て
「
こ
ち
ら
に
も
弓

取
り
が
い
る
」
と
声
を
か
け
、前
に
出
て
射
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

康
景
が
素
早
く
馬
を
乗
り
つ
け
て
追
い
か
け
た
の
で
、
そ
の
敵
は

そ
の
ま
ま
逃
げ
て
い
き
ま
し
た
。

内
藤

四
郎
左
衛
門
藤
原
正ま

さ
成な
り
ハ
甚
五
左
衛
門
忠
郷
か
二
男
な
り
。
三
河

に
生
る
〔
寛
永
譜
〕。
は
し
め
甚
一
郎
と
い
ふ
〔
貞
享
内
藤
左
京

亮
書
上
・
別
本
家
伝
〕。
幼
稚
の
と
き
よ
り
伯
父
弥
次
右
衛
門
清

長
に
属
し
て
三
河
国
上
野
城
に
あ
り
。

天
文
十
一
年
十
二
月
、
織
田
弾
正
忠
信
秀
の
兵
五
騎
は
か
り
斥
候

と
し
て
城
近
く
来
た
り
し
か
ハ
、
討
と
ら
ん
と
城
中
の
兵
馳
出
け

る
に
、
正
成
こ
と
し
十
六
歳
な
り
し
か
、
衆
に
先
た
ち
て
鑓
を
合

せ
高
名
を
顕
ハ
し
け
り
〔
寛
永
譜
〕。

此
月
、
尾
張
の
国
の
士
新
兵
衛
と
い
へ
る
者
兵
を
率
ゐ
て
夜
中
不

意
に
上
野
城
を
襲
ひ
、
既
に
二
丸
ま
て
攻
い
り
た
り
〔
寛
永
譜
・

別
本
家
伝
・
家
忠
日
記
増
補
〕。
此
時
正
成
弓
を
携
へ
百
さ
し
の

土
俵
靱
を
つ
け
、
走
り
出
て
こ
れ
を
射
る
。
敵
辟
易
し
て
遁
れ
い

つ
。
正
成
勝
に
乗
て
頻
り
に
是
を
射
た
り
し
か
は
、
矢
既
に
尽
ん

と
せ
し
と
き
、傍
に
怪
し
き
童
子
一
人
あ
り
。
正
成
此
童
に
対
し
、

汝
矢
を
と
り
て
来
た
れ
と
い
ふ
。
其
時
童
走
り
て
悉
く
矢
を
拾
ひ

て
帰
る
。
か
く
て
ま
た
射
る
程
に
、
遂
に
勝
利
を
得
て
敵
死
傷
す

る
者
二
百
人
は
か
り
、
是
正
成
か
弓
勢
の
故
な
り
〔
寛
永
譜
・
近

代
諸
士
伝
略
○
按
す
る
に
別
本
家
伝
・
武
徳
大
成
記
・
家
忠
日
記

増
補
等
に
ハ
、
弥
次
右
衛
門
清
長
と
共
に
正
成
進
ミ
戦
ひ
て
敵
数

十
人
を
射
た
り
し
か
ハ
、
尾
張
の
国
士
ら
進
ミ
か
ね
て
引
退
く
と

し
る
せ
り
。〕。
広
忠
卿
聞
し
め
し
其
戦
功
を
感
し
給
ひ
、
勧
賞
と

し
て
三
河
国
幡は

豆つ

郡
の
う
ち
に
て
采
地
を
賜
ふ
〔
寛
永
譜
・
別
本

家
伝
・
武
徳
大
成
記
〕。
弥
次
右
衛
門
清
長
も
此
功
を
賞
し
て
七

所
拵
の
刀
を
与
へ
、
松
平
弥
右
衛
門
某
も
家
の
目
貫
・
笄
を
授
け

り
。

こ
と
し
、
三
河
国
安
城
の
兵
上
野
を
襲
ひ
し
と
き
、
敵
将
先
陣
に

進
ミ
諸
卒
を
下
知
し
て
攻
寄
し
か
ハ
、
御
方
の
諸
士
討
て
出
て
挑

ミ
戦
ふ
。
正
成
ハ
衆
に
先
立
て
三
十
間
は
か
り
進
ミ
出
け
る
か
、

か
の
敵
将
と
鑓
を
合
せ
、
遂
に
突
伏
て
首
を
と
る
。
か
ゝ
り
し
か

ハ
敵
兵
利
を
失
ひ
て
敗
走
す
。
清
長
此
働
を
感
し
て
鎧
・
脇
指
を

与
ふ
〔
寛
永
譜
〕。

弘
治
三
年
、刈
屋
合
戦
の
時
も
鑓
に
て
敵
を
突
伏
首
級
を
得
た
り
。

ま
た
弓
取
て
敵
兵
あ
ま
た
を
殪
す
〔
寛
永
譜
・
大
三
川
志
〕。

永
禄
元
年
二
月
、
水
野
下
野
守
信
元
と
石
瀬
に
戦
ひ
給
ふ
時
、
正

成
多
く
敵
を
射
、
ま
た
鑓
に
て
つ
き
首
級
を
得
た
り
〔
武
徳
大
成

一　
『
干
城
録
』
巻
第
百
十
二
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記
・
大
三
川
志
〕。

同
二
年
四
月
、
尾
張
国
大
高
城
に
兵
粮
を
入
さ
せ
給
ふ
時
、
織
田

右
府
鳴
海
の
辺
に
出
張
す
と
聞
え
し
か
ハ
、
父
忠
郷
、
鳥
居
四
郎

左
衛
門
忠
広
等
と
仰
を
う
け
て
尾
張
の
形
勢
を
窺
ふ
〔
寛
永
譜
〕。

同
三
年
五
月
、
同
国
丸
根
の
城
に
向
ハ
せ
給
ふ
時
、
遊
兵
に
加
ハ

り
て
従
ひ
た
て
ま
つ
る
〔
武
徳
大
成
記
〕。

同
六
年
、
三
河
国
牛
窪
合
戦
に
牧
野
右
馬
允
成
定
等
小
坂
井
に
出

張
し
、御
油
と
却
村
の
間
に
て
御
方
を
つ
ゝ
ミ
て
討
ん
と
せ
し
時
、

正
成
後
殿
し
て
進
む
敵
を
射
る
。
そ
の
矢
鞍
の
前
輪
よ
り
後
ま
て

ぬ
け
た
り
し
か
ハ
、
敵
兵
是
に
懼
れ
け
ん
、
進
ミ
得
す
し
て
退
け

り
〔
按
す
る
に
原
文
に
ハ
、
是
を
一
向
一
揆
の
後
と
す
。
今
正
史

に
参
考
す
る
に
、
そ
の
前
と
し
て
事
実
に
か
な
へ
り
。
故
に
改
め

し
る
す
。〕。

こ
と
し
、
一
向
宗
の
徒
叛
き
し
時
、
野
寺
に
籠
り
し
逆
徒
等
針
崎

に
討
て
出
、
正
成
を
討
ん
と
す
。
正
成
奮
戦
し
て
敵
を
逐
ふ
。
逆

徒
矢
田
作
十
郎
馳
来
た
り
て
、
敵
ハ
纔
に
一
人
な
り
、
い
か
に
し

て
討
と
ら
さ
る
と
励
せ
り
。正
成
是
を
見
て
戦
ハ
ん
と
馳
よ
れ
ハ
、

其
ま
ゝ
跡
へ
引
か
へ
す
。
猶
追
か
け
て
、
汝
諸
卒
を
の
ゝ
し
り
な

か
ら
い
か
て
速
に
遁
去
や
と
詰
り
し
か
ハ
、
作
十
郎
聞
て
、
我
今

何
の
心
あ
り
て
か
軽
々
し
く
汝
と
死
生
を
争
ハ
ん
と
い
ひ
な
か

ら
、
遂
に
遠
く
逃
去
れ
り
。
さ
れ
ハ
正
成
も
止
事
を
得
す
引
か
へ

す
。
其
後
作
十
郎
此
事
を
人
に
語
り
て
、
若
我
正
成
と
戦
ハ
　
必

討
死
す
へ
か
り
し
と
い
ひ
し
か
ハ
、
聞
人
却
り
て
美
称
し
た
り
し

と
そ
〔
寛
永
譜
〕。

同
七
年
正
月
、
一
揆
の
将
石
川
十
郎
左
衛
門
・
渡
辺
守
綱
等
鑓
と

り
て
東
照
宮
の
御
座
近
く
進
ミ
よ
る
。
十
郎
左
衛
門
ハ
正
成
か
伯

父
な
れ
と
も
、
君
の
た
め
に
ハ
逆
臣
な
り
と
て
、
か
れ
か
両
膝
を

射
貫
た
り
。
痛
手
な
り
し
か
ハ
陣
屋
に
帰
り
て
遂
に
死
す
〔
寛
永

譜
・
大
三
川
志
・
成
功
記
・
太
平
夜
談
抄
〕。
ま
た
渡
辺
源
五
左

衛
門
高
綱
か
う
ち
冑
を
射
て
倒
す
〔
三
州
土
呂
一
揆
濫
觴
記
・
大

三
川
志
〕。
東
照
宮
こ
れ
を
聞
し
め
し
、
正
成
か
親
族
を
顧
み
す

忠
功
を
励
ま
す
こ
と
を
感
し
給
ふ
〔
大
三
川
志
○
按
す
る
に
貞
享

内
藤
左
京
亮
書
上
・
別
本
家
伝
に
ハ
、
渡
辺
高
綱
を
正
成
か
伯
父

な
り
と
い
ふ
。
さ
れ
と
も
渡
辺
と
親
族
た
る
事
所
見
な
け
れ
は
と

ら
す
。〕。
石
川
伯
耆
守
数
正
御
傍
に
あ
り
け
る
か
、
正
成
し
ハ

〳
〵
軍
功
を
顕
ハ
す
事
他
に
異
な
り
、
忘
れ
さ
せ
給
ふ
事
な
か
れ

と
言
上
し
け
れ
ハ
、
東
照
宮
尤
な
り
と
の
給
ひ
き
〔
寛
永
譜
〕。

此
こ
ろ
織
田
右
府
家
々
の
諸
士
の
名
を
し
る
し
、
武
功
あ
る
者
に

ハ
み
つ
か
ら
墨
を
引
て
し
る
し
と
せ
し
に
、
東
照
宮
の
御
内
に
て

ハ
正
成
点
の
か
ゝ
り
し
者
な
り
と
そ
〔
貞
享
内
藤
左
京
亮
書
上
・

別
本
家
伝
〕。

こ
と
し
三
月
、
御
油
に
て
駿
河
国
の
兵
と
戦
ハ
せ
給
ふ
時
、
敵
の

男
女
櫓
に
の
ほ
り
鯨
波
を
あ
く
。
御
方
の
兵
多
く
是
を
射
れ
と
も

櫓
の
上
ま
て
い
た
ら
さ
り
し
か
ハ
、
東
照
宮
の
仰
を
う
け
、
正
成

馳
出
て
三
度
矢
を
放
ち
両
度
櫓
の
う
ち
に
い
り
け
れ
ハ
、
敵
驚
き

て
逃
下
れ
り
〔
寛
永
譜
・
武
徳
大
成
記
〕。
此
時
矢
に
内
藤
四
郎

左
衛
門
と
し
る
し
あ
り
し
か
ハ
、敵
其
矢
を
贈
り
矢
文
を
そ
へ
て
、

暫
く
矢
軍
を
と
ゝ
む
へ
し
、
さ
れ
と
も
此
兵
に
今
一
度
矢
を
放
た

せ
給
へ
と
あ
り
。
東
照
宮
是
敵
の
謀
な
り
、
必
射
る
こ
と
な
か
れ

と
止
め
給
ひ
け
れ
と
も
、
正
成
武
勇
た
ゆ

（
ハ
ヵ
）ま
す
進
ミ
出
て
射
ん
と

せ
し
時
、
敵
兵
楯
を
も
て
道
の
傍
に
伏
ゐ
た
る
か
、
是
を
見
て
速

に
進
よ
り
既
に
突
ん
と
し
た
り
し
を
、
正
成
彼
楯
を
透
し
て
敵
を

射
倒
す
〔
寛
永
譜
・
武
徳
大
成
記
・
武
徳
編
年
集
成
〕。
か
ゝ
り

し
か
ハ
、
敵
御
方
挙
り
て
是
を
美
称
し
、
東
照
宮
も
ま
た
感
し
給

ふ
〔
寛
永
譜
・
武
徳
編
年
集
成
〕。

同
年
九
月
、
酒
井
忠
高
上
野
城
に
よ
り
今
川
氏
真
に
志
を
合
せ
て

叛
き
し
か
ハ
、
酒
井
左
衛
門
尉
忠
次
・
本
多
豊
後
守
広
孝
し
て
攻

さ
せ
給
ふ
。
忠
高
も
力
尽
て
駿
河
国
に
遁
れ
し
時
、
忠
次
を
め
さ

れ
、
忠
高
か
家
既
に
断
絶
す
、
か
れ
ハ
伯
父
な
れ
ハ
後
年
上
野
城

を
汝
に
与
へ
ん
と
の
給
ひ
て
、
内
藤
信
成
と
正
成
と
に
か
の
城
の

守
衛
を
命
し
給
ふ
〔
武
徳
編
年
集
成
・
大
三
川
志
〕。

同
十
二
年
正
月
、
今
川
氏
真
の
兵
と
遠
江
国
掛
川
に
て
戦
ハ
せ
給

ふ
と
き
、
大
久
保
七
郎
右
衛
門
忠
世
・
大
須
賀
五
郎
左
衛
門
康
高

等
を
は
し
め
御
方
の
兵
多
く
力
戦
せ
し
に
、
椋
原
治
右
衛
門
首
を

提
来
た
り
、
組
討
せ
し
と
ほ
こ
り
し
を
、
大
久
保
治
右
衛
門
忠
佐

聞
咎
め
、
け
ふ
の
戦
ひ
に
組
討
な
し
、
汝
か
持
た
る
首
ハ
拾
ひ
し

な
ら
ん
、
我
か
討
と
り
し
も
鉄
炮
に
う
た
れ
て
死
し
た
る
敵
よ
と

い
ひ
け
る
時
、
正
成
も
首
を
携
来
た
り
、
人
々
高
名
し
た
れ
と
も

け
ふ
の
手
か
ら
ハ
我
を
は
し
め
皆
死
首
な
り
と
い
ふ
に
、
忠
佐
か

い
ひ
し
辞
と
同
し
け
れ
ハ
、
人
々
其
偽
な
き
を
感
し
あ
へ
り
〔
大

久
保
家
記
・
家
忠
日
記
増
補
・
浜
松
御
在
城
記
〕。

元
亀
元
年
、
織
田
右
府
越
前
国
金
崎
に
発
向
せ
し
か
ハ
、
こ
れ
を

援
け
給
ハ
ん
と
て
若
狭
国
ま
て
進
ま
せ
給
ふ
に
従
ひ
た
て
ま
つ

る
。
此
時
の
進
退
よ
く
御
旨
に
か
な
ひ
し
と
そ
〔
寛
永
譜
〕。

此
頃
浅
井
備
前
守
長
政
謀
叛
す
と
聞
え
し
か
ハ
、
織
田
家
の
諸
陣

騒
動
に
及
ひ
、
右
府
も
心
な
ら
す
東
照
宮
に
後
殿
の
事
を
た
の
ミ

（
尚
ヵ
）

（
尚
ヵ
）

（
尚
ヵ
）
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ま
い
ら
せ
、
軍
を
ま
と
め
て
引
か
へ
す
。
途
中
し
ハ
〳
〵
一
揆
起

り
て
前
後
を
遮
り
し
か
と
も
、
東
照
宮
諸
士
に
下
知
し
給
ひ
、
三

河
・
遠
江
両
国
の
兵
を
一
所
に
ま
と
め
、
こ
ゝ
か
し
こ
防
戦
せ
さ

せ
給
ふ
に
よ
り
一
揆
も
近
よ
り
得
す
〔
朝
倉
家
記
〕。
か
つ
正
成

勇
を
奮
ひ
て
し
ハ
〳
〵
矢
を
放
ち
敵
兵
六
人
を
殪
し
〔
寛
永
譜
・

近
代
諸
士
伝
略
・
武
徳
編
年
集
成
〕、
そ
の
外
多
く
討
取
し
か
ハ
、

其
勇
猛
な
る
に
辟
易
し
て
諸
方
の
敵
軍
跡
を
追
ハ
す
。
遂
に
朽
木

谷
ま
て
退
き
給
ふ
〔
朝
倉
家
記
〕。
東
照
宮
其
働
を
感
し
給
ふ
。

こ
と
し
、
姉
川
の
役
に
供
奉
し
、
或
ハ
弓
射
、
或
は
鑓
を
合
せ
て

軍
忠
を
励
ま
す
。
其
後
敵
陣
よ
り
正
成
か
射
た
る
矢
を
贈
り
返
し

け
り
〔
寛
永
譜
〕。

同
三
年
十
月
、
武
田
信
玄
遠
江
国
に
出
張
し
、
天
野
宮
内
左
衛
門

を
郷
導
と
し
、
多
々
羅
・
飯
田
の
両
城
を
抜
き
見
附
に
進
む
。
東

照
宮
も
三
千
余
の
兵
を
率
ゐ
て
一
言
坂
に
い
た
り
信
玄
と
戦
ハ
ん

と
し
給
ふ
時
、
見
付
に
火
を
放
ち
て
敵
の
形
勢
を
察
し
、
本
多
忠

勝
と
共
に
言
上
し
け
る
ハ
、
敵
多
勢
に
し
て
地
の
利
も
よ
し
、
御

方
募
り
て
戦
ハ
　
危
か
ら
ん
、
速
に
兵
を
ま
と
め
て
退
き
給
ふ
へ

し
、
敵
も
し
天
龍
川
を
越
ん
に
ハ
、
そ
の
半
渉
る
を
待
て
討
と
ら

ん
に
、
利
を
得
ん
こ
と
疑
な
し
と
ま
う
し
け
れ
ハ
、
尤
な
り
と
の

給
ひ
、
諸
将
に
命
し
て
軍
を
退
か
せ
給
ふ
。
し
か
る
に
両
軍
既
に

接
戦
し
て
容
易
引
取
か
た
け
れ
ハ
、忠
勝
鑓
と
り
て
馬
に
う
ち
乗
、

両
陣
の
間
を
馳
て
巡
視
す
る
こ
と
七
、八
度
、
敵
其
勢
に
恐
れ
け

ん
、
進
み
得
す
遂
に
諸
隊
悉
く
退
き
し
か
ハ
、
信
玄
い
か
り
て
進

ミ
来
た
り
し
を
、
忠
勝
後
殿
し
て
防
戦
す
〔
続
本
朝
通
鑑
〕。

こ
と
し
十
二
月
、
三
方
原
の
役
に
正
成
遠
く
旗
下
を
離
れ
て
戦
ひ

し
か
、
御
方
先
陣
敗
せ
ん
と
せ
し
を
見
て
旗
下
に
馳
ま
い
り
拝
謁

す
。
此
時
供
奉
の
徒
纔
に
七
、八
騎
な
り
。
正
成
諫
た
て
ま
つ
り

後
殿
し
て
引
退
く
。
男
甚
一
郎
正
貞
は
敵
陣
に
紛
れ
い
り
御
方
の

退
く
を
し
ら
さ
り
し
故
、
正
成
か
れ
か
死
生
お
ほ
つ
か
な
く
馬
を

か
へ
し
て
敵
陣
に
馳
い
れ
ハ
、
正
貞
敵
数
人
と
戦
ひ
居
た
り
。
正

成
鑓
と
り
て
そ
の
敵
を
追
退
け
、
敵
の
馬
を
奪
ひ
取
正
貞
を
の
せ

て
退
き
た
り
〔
寛
永
譜
○
按
す
る
に
碎
玉
話
に
ハ
、此
役
に
正
成
、

鳥
居
四
郎
左
衛
門
信
元
と
共
に
御
馬
に
副
て
退
く
時
、
信
元
、
正

成
に
対
ひ
、
我
ハ
こ
ゝ
に
踏
と
ゝ
ま
り
敵
を
防
き
て
討
死
せ
ん
、

汝
ハ
君
に
従
ひ
た
て
ま
つ
り
て
退
く
へ
し
と
い
ひ
け
れ
ハ
、
正
成

聞
て
、
危
に
臨
ミ
命
を
殞
す
ハ
ね
か
ふ
処
な
り
、
汝
ハ
我
よ
り
年

若
け
れ
ハ
永
く
仕
へ
て
忠
勤
を
尽
す
へ
し
、
け
ふ
の
討
死
ハ
我
な

り
と
て
引
返
さ
ん
と
す
。
信
元
、
正
成
を
と
ゝ
め
、
と
か
く
争
ふ

ひ
ま
に
、
東
照
宮
塩
市
口
の
方
へ
い
た
ら
せ
給
ひ
こ
と
に
危
く
見

え
し
か
ハ
、
正
成
、
男
弥
九
郎
に
む
か
ひ
、
汝
君
の
御
身
に
か
ハ

ら
ん
や
と
い
ひ
け
る
に
、
弥
九
郎
聞
て
、
是
元
よ
り
ね
か
ふ
所
な

り
と
答
へ
し
か
ハ
、
又
正
成
い
ふ
や
う
、
我
返
し
て
討
死
せ
ん
ハ

易
け
れ
と
も
、
君
に
従
ひ
た
て
ま
つ
る
も
の
皆
若
年
な
れ
ハ
覚
束

な
し
、
我
も
し
討
死
せ
ハ
君
も
ま
た
危
か
ら
ん
、
汝
こ
そ
踏
と
ゝ

ま
る
へ
き
所
な
れ
と
い
ひ
つ
ゝ
正
成
ハ
御
馬
に
従
ひ
、
弥
九
郎
ハ

や
か
て
引
返
し
て
討
死
す
と
記
し
た
り
。
寛
永
譜
載
る
所
と
同
し

か
ら
す
。
且
正
成
か
子
に
弥
九
郎
と
い
ふ
者
所
見
な
け
れ
ハ
、
と

か
く
疑
ハ
し
。〕。

天
正
二
年
九
月
、
武
田
勝
頼
天
龍
川
の
辺
に
陣
と
る
と
聞
え
け
れ

ハ
、
諸
士
に
命
せ
ら
れ
物
見
を
出
し
給
ふ
。
正
成
も
其
一
人
な
り

〔
武
徳
大
成
記
・
武
徳
編
年
集
成
〕。

同
三
年
、
長
篠
の
役
に
ハ
植
村
出
羽
守
家
政
と
共
に
介
副
と
し
て

従
ひ
た
て
ま
つ
る
〔
長
篠
軍
記
・
四
戦
紀
聞
〕。
正
成
か
進
退
よ

く
御
心
に
か
な
ひ
た
り
。
御
退
陣
の
時
後
殿
し
、
鑓
に
て
敵
を
つ

き
首
級
を
得
た
り
〔
寛
永
譜
○
按
す
る
に
常
山
紀
談
に
、
此
時
織

田
右
府
使
し
て
、
先
陣
を
下
知
せ
ら
れ
よ
と
い
ひ
け
る
か
、
正
成

答
へ
て
、
我
主
ハ
さ
る
事
の
指
揮
を
他
人
よ
り
受
た
る
事
な
し
、

正
成
か
く
答
へ
た
り
と
ま
う
さ
れ
よ
と
い
ひ
て
使
を
追
か
へ
し
け

れ
ハ
、
右
府
聞
て
、
徳
川
家
に
ハ
よ
き
侍
其
数
を
し
ら
す
と
称
美

せ
し
と
載
せ
た
り
。
さ
れ
と
も
三
河
之
物
語
に
よ
る
に
、
鳥
居
四

郎
左
衛
門
か
事
な
る
を
、
通
称
同
し
き
故
誤
り
し
な
ら
ん
。
故
に

と
ら
す
。〕。

是
年
六
月
、
遠
江
国
二
股
城
を
攻
給
ふ
時
、
正
成
ハ
是
よ
り
先
過

ち
て
足
に
疵
つ
き
し
か
ハ
供
奉
せ
す
し
て
浜
松
城
を
守
衛
す
。
東

照
宮
夜
中
か
の
城
に
戦
ひ
給
ひ
し
か
、
俄
に
雨
風
烈
し
く
進
退
御

心
に
任
せ
さ
り
け
れ
ハ
浜
松
に
引
取
給
ふ
。
此
時
本
多
忠
勝
御
先

に
人
を
は
せ
、
唯
今
君
の
帰
ら
せ
給
ふ
、
門
を
開
け
と
い
ひ
し
か

と
も
、
正
成
従
者
に
下
知
し
、
堅
く
戸
さ
し
て
開
か
す
。
や
か
て

忠
勝
門
を
叩
き
て
呼
ハ
り
け
る
に
、
正
成
門
の
櫓
に
上
り
、
何
者

な
る
や
、
も
し
退
か
さ
れ
は
う
ち
殺
せ
と
い
ひ
つ
ゝ
鉄
炮
に
火
縄

を
つ
け
て
下
知
し
け
る
故
、
人
々
辟
易
し
て
進
み
得
す
。
忠
勝
此

よ
し
を
言
上
し
け
れ
ハ
、
た
ゝ
御
一
騎
に
て
門
の
際
ま
て
い
た
ら

せ
給
ひ
、
四
郎
左
衛
門
ハ
こ
ゝ
に
あ
り
や
、
我
今
帰
れ
り
と
の
給

へ
ハ
、正
成
此
御
声
を
聞
て
、狭
間
よ
り
挑
燈
を
出
し
て
見
定
め
、

急
き
櫓
を
お
り
み
つ
か
ら
門
を
明
て
入
た
て
ま
つ
る
。
御
感
の
あ

ま
り
、
正
成
に
城
を
守
ら
す
れ
ハ
、
仮
令
敵
に
虚
を
窺
ふ
謀
将
あ
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り
と
も
、
い
か
て
侵
す
こ
と
あ
る
へ
き
と
再
三
称
誉
し
給
ひ
た
り

〔
砕
玉
話
・
大
三
川
志
〕。

同
年
九
月
、
遠
江
国
小
山
を
囲
給
ふ
。
武
田
勝
頼
是
を
聞
て
大
井

川
の
辺
に
陣
取
け
れ
ハ
、
東
照
宮
囲
を
解
て
引
ん
と
し
給
ふ
。
此

と
き
正
成
、
山
路
に
添
て
退
き
給
へ
と
言
上
し
け
れ
と
も
、
酒
井

左
衛
門
尉
忠
次
ハ
、
河
原
に
そ
ひ
敵
に
む
か
ふ
体
に
て
引
給
ふ
へ

し
と
い
ひ
け
れ
ハ
、
遂
に
忠
次
か
言
に
任
せ
給
ふ
〔
寛
永
酒
井

譜
〕。

同
四
年
、
武
田
勝
頼
遠
江
国
横
須
賀
に
出
陣
せ
し
時
、
正
成
物
見

と
し
て
彼
地
に
い
た
る
〔
寛
永
譜
〕。
既
に
勝
頼
退
く
時
御
方
の

兵
多
く
戦
ハ
ん
と
せ
し
か
と
も
、
正
成
よ
く
軍
機
を
察
し
士
卒
を

諫
め
て
戦
ハ
せ
す
。
是
ら
の
事
よ
く
御
旨
に
か
な
ひ
し
と
そ
〔
寛

永
譜
・
諸
家
系
図
〕。

同
年
、
高
天
神
城
を
攻
給
ふ
時
、
正
成
城
中
に
矢
を
放
ち
多
く
敵

兵
を
殪
す
。
此
時
敵
陣
よ
り
正
成
か
矢
を
贈
り
返
し
、
一
箭
に
両

人
を
殺
せ
し
ハ
尋
常
の
射
手
に
あ
ら
す
と
美
称
し
け
り
〔
寛
永

譜
〕。

同
七
年
、
台
徳
院
殿
胎
内
に
お
ハ
せ
し
頃
、
正
成
か
夢
中
に
白
張

の
　
束
し
た
る
老
人
忽
然
と
あ
ら
ハ
れ
、
咲
花
に
河
内
・
和
泉

の
治
り
て
小
金
の
橋
を
か
く
る
よ
ね
く
ら
〔
按
す
る
に
翁
物
語

に
ハ
、
結
句
、
わ
た
す
よ
な
く
ら
に
作
る
。〕
と
い
ふ
歌
を
口
す

さ
ミ
た
り
。
正
成
見
咎
め
、
何
れ
よ
り
か
ま
い
り
し
と
い
ふ
。
か

の
老
人
、
当
町
の
八
幡
よ
り
と
答
へ
て
立
帰
れ
り
。
目
覚
て
後
不

審
は
れ
す
。
夜
明
を
待
て
速
に
登
営
し
、
御
座
近
く
伺
候
し
て
つ

ふ
さ
に
言
上
す
。
東
照
宮
聞
し
め
し
て
悦
ハ
せ
た
ま
ひ
、
此
度
の

出
生
男
子
な
ら
ハ
必
世
嗣
に
な
す
へ
し
と
の
給
ひ
け
り
〔
神
君
語

類
・
翁
物
語
〕。

同
八
年
、
遠
江
国
色
尾
合
戦
の
時
ハ
、
或
ハ
弓
、
或
は
鑓
と
り
て

高
名
を
顕
ハ
す
〔
寛
永
譜
〕。
勝
頼
士
卒
を
引
具
し
水
辺
に
臨
ミ

け
る
時
、
正
成
矢
あ
ま
た
射
た
り
し
か
と
も
あ
た
ら
す
。
松
平
石

見
守
康
安
傍
に
立
て
矢
の
あ
た
る
へ
き
図
を
さ
と
せ
し
か
ハ
、
正

成
心
え
猶
矢
を
放
ち
し
に
敵
の
乗
た
る
馬
の
三
途
に
あ
た
り
し
か

ハ
、
馬
驚
き
て
乗
た
る
者
其
侭
そ
こ
に
落
る
を
見
て
、
御
方
同
音

に
笑
ひ
て
退
く
〔
寛
永
大
草
松
平
譜
〕。

同
十
二
年
三
月
、尾
張
国
に
て
織
田
信
雄
と
豊
臣
太
閤
合
戦
の
時
、

信
雄
よ
り
援
兵
を
乞
ま
う
す
に
よ
り
御
出
陣
あ
り
。
は
や
敵
ハ
小

牧
の
あ
た
り
に
火
を
放
つ
と
聞
し
め
し
軍
令
を
定
め
給
ふ
。
正
成

命
を
う
け
て
高
木
清
秀
と
ゝ
も
に
軍
奉
行
と
な
る
〔
寛
永
高
木

譜
・
高
木
深
広
録
・
長
久
手
戦
話
〕。
四
月
六
日
、
太
閤
陣
を
楽

田
に
移
し
、
岡
崎
の
空
虚
を
討
ん
と
て
三
好
秀
次
を
首
将
と
し
、

堀
秀
政
・
森
長
可
・
池
田
勝
入
等
を
副
、
犬
山
を
発
し
篠
木
・
柏

井
に
陣
と
ら
す
。
東
照
宮
聞
し
め
し
、
榊
原
小
平
太
康
政
・
大
須

賀
五
郎
左
衛
門
康
高
し
て
小
牧
山
を
発
し
、
敵
の
跡
を
慕
ハ
せ
岩

崎
に
赴
か
し
め
給
ひ
、
小
牧
山
を
御
動
座
あ
り
〔
高
木
深
広
録
〕。

此
時
御
旗
本
よ
り
鉄
炮
の
卒
二
百
人
を
撰
ミ
て
さ
し
添
ら
れ
、
大

久
保
忠
佐
・
高
木
清
秀
と
ゝ
も
に
正
成
後
殿
す
へ
し
と
命
せ
ら
る

〔
長
久
手
記
〕。
同
月
九
日
、
池
田
勝
入
等
三
河
の
境
に
い
ら
ん
と

す
。
榊
原
康
政
・
大
須
賀
康
高
是
を
見
て
、
秀
次
か
後
よ
り
撃
て

か
ゝ
り
し
か
ハ
此
陣
み
た
れ
て
靡
き
し
か
と
、
堀
秀
政
下
知
し
て

備
を
立
直
し
勝
入
も
引
返
し
て
進
ミ
け
れ
ハ
、
御
方
此
た
め
に
敗

走
せ
ん
と
す
〔
高
木
深
広
録
・
四
戦
紀
聞
○
按
す
る
に
長
久
手
御

陣
物
語
に
ハ
、
此
時
正
成
、
清
秀
と
と
も
に
よ
き
図
を
見
て
鉄
炮

を
う
ち
か
け
し
に
、
敵
色
め
き
け
れ
ハ
、
正
成
軍
の
勝
敗
を
は
か

り
御
旗
本
に
ま
い
り
し
と
記
し
た
れ
と
も
、
詳
な
ら
さ
れ
ハ
今
本

文
に
省
く
。〕。
東
照
宮
事
の
よ
し
聞
し
め
し
、
正
成
と
高
木
清
秀

と
を
召
れ
〔
寛
永
譜
・
貞
享
高
木
書
上
・
高
木
深
広
録
〕、
敵
の

形
勢
・
土
地
の
利
害
な
ら
ひ
に
富
士
か
根
山
の
要
害
を
も
見
て
ま

い
れ
と
命
し
給
ふ
。
両
人
奉
ハ
り
て
御
先
に
ま
い
る
〔
長
久
手
戦

話
〕。
此
時
御
先
手
の
軍
奉
行
渡
辺
守
綱
か
先
陣
利
を
失
ふ
を
見

て
、
其
事
を
言
上
せ
ん
と
御
旗
本
に
引
返
す
に
あ
へ
り
。
両
人
守

綱
に
形
勢
を
と
ふ
。
答
へ
て
、
御
方
利
を
失
ひ
敵
頻
り
に
追
来
た

れ
り
、
此
乱
れ
足
の
敵
陣
へ
旗
本
の
勢
を
懸
給
ハ
　
必
勝
利
あ
る

へ
し
と
い
ひ
捨
て
麾
下
に
ま
い
る
。
正
成
も
守
綱
に
倶
し
て
同
し

く
麾
下
に
ま
い
り
、
正
成
は
敵
多
勢
に
し
て
殊
に
勝
ほ
こ
れ
り
、

早
く
岡
崎
へ
引
と
ら
せ
給
へ
と
ま
う
す
〔
按
す
る
に
武
事
紀
談
に

ハ
、
此
時
東
照
宮
物
見
ハ
い
か
ゝ
と
と
ハ
せ
た
ま
ふ
。
正
成
答
へ

た
て
ま
つ
り
て
、
御
勝
な
る
へ
け
れ
ハ
岡
崎
に
引
と
ら
せ
給
へ
と

ま
う
せ
し
よ
し
記
し
、
武
功
雑
記
・
前
橋
旧
蔵
聞
書
に
は
、
此
役

に
本
多
豊
後
守
広
孝
か
備
崩
れ
し
時
、
正
成
お
も
ふ
に
、
高
木
清

秀
も
し
こ
の
形
勢
を
言
上
せ
ハ
合
戦
負
さ
せ
給
ふ
へ
し
、
さ
れ
ハ

易
か
ら
さ
る
処
な
り
と
て
、
清
秀
に
先
た
ち
て
御
前
に
候
し
、
今

日
必
死
の
合
戦
し
給
ふ
へ
し
と
言
上
す
。
東
照
宮
御
許
容
あ
り
し

に
、
本
多
正
信
御
傍
に
在
け
る
か
、
正
成
ハ
疎
忽
の
事
を
ま
う
す

も
の
哉
と
咎
め
し
か
ハ
、
正
成
聞
て
、
い
な
合
戦
の
事
ハ
我
に
任

せ
ら
れ
よ
、
と
も
か
く
も
か
ゝ
ら
せ
給
へ
と
ま
う
せ
し
故
、
遂
に

御
勝
利
と
な
り
し
と
載
せ
た
り
。
さ
れ
と
も
他
書
に
し
る
す
と
同
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し
か
ら
す
。
詳
な
ら
さ
れ
ハ
今
本
文
に
記
さ
す
。〕。
い
か
な
り
け

ん
、
東
照
宮
た
ゝ
笑
ハ
せ
給
ひ
、
清
秀
ハ
い
か
ゝ
せ
し
や
と
問
せ

給
ふ
外
さ
ら
に
御
諚
な
し
。
か
く
て
清
秀
ハ
先
陣
に
進
ミ
競
ひ

か
ゝ
れ
る
敵
陣
に
馳
い
り
〔
高
木
深
広
録・渡
辺
図
書
頭
長
湫
記・

武
徳
編
年
集
成
〕、
高
名
し
て
首
級
を
提
来
た
り
、
戦
ひ
ハ
勝
な

る
へ
し
、
敵
の
乱
れ
足
を
攻
撃
給
へ
と
ま
う
す
。
守
綱
も
同
し
く

す
ゝ
め
た
て
ま
つ
り
し
か
ハ
、
さ
ら
ハ
か
ゝ
れ
と
下
知
し
給
ひ
、

正
成
と
本
多
正
信
と
に
人
数
を
そ
へ
ら
れ
う
ち
立
せ
給
ふ
〔
高
木

深
広
録
・
渡
辺
図
書
頭
長
湫
記
〕。
東
照
宮
も
御
馬
を
進
め
給
ひ
、

渡
辺
守
綱
御
先
を
か
け
、
よ
き
地
を
見
極
め
立
帰
り
、
長
久
手
原

の
上
富
士
か
根
山
こ
そ
御
旗
を
建
ん
に
よ
き
地
な
ら
ん
と
い
ひ
け

れ
ハ
、
正
成
是
を
あ
や
ふ
ミ
、
夫
ハ
い
か
ゝ
、
猶
見
極
め
て
ま
う

さ
ん
と
、
石
黒
善
九
郎
を
倶
し
て
彼
地
に
い
た
り
馳
帰
り
て
、
守

綱
か
言
い
と
よ
し
、
速
に
進
め
給
へ
と
ま
う
す
に
よ
り
、
や
か
て

御
旗
を
富
士
か
根
山
に
建
給
ふ
〔
大
三
川
志
○
按
す
る
に
四
戦
紀

聞
に
ハ
、
渡
辺
半
十
郎
則
綱
か
ま
う
す
に
任
せ
、
正
成
仰
を
う
け

て
石
黒
善
九
郎
と
共
に
敵
陣
の
西
、
岐
阜
嶽
山
と
前
山
の
間
を
見

め
く
り
、
此
地
に
御
旗
を
建
さ
せ
給
へ
と
言
上
せ
し
か
ハ
、
や
か

て
其
処
に
御
陣
を
す
へ
給
ふ
と
記
し
、
長
久
手
戦
話
に
ハ
、
正
成

と
清
秀
を
斥
候
と
し
て
遣
ハ
さ
れ
し
か
ハ
、
富
士
か
根
山
に
い
た

り
其
地
の
や
う
、
敵
の
形
勢
を
見
極
め
て
立
帰
り
、
敵
ひ
と
つ
に

な
ら
さ
る
程
富
士
か
根
山
へ
移
ら
せ
給
ハ
　
利
を
得
給
ハ
ん
と
ま

う
す
。
本
多
正
信
是
を
聞
、
小
勢
に
て
前
後
に
敵
を
引
う
け
な
ハ

い
か
ゝ
な
ら
ん
と
あ
や
ふ
む
と
き
、
渡
辺
守
綱
・
大
久
保
忠
佐
斥

候
と
し
て
出
た
り
け
る
か
立
帰
り
て
、
と
く
富
士
か
根
山
へ
移
さ

せ
給
へ
と
ま
う
し
け
れ
ハ
、
直
に
井
呂
根
よ
り
富
士
か
根
へ
う
つ

ら
せ
給
へ
り
と
記
せ
り
。
い
ま
た
何
れ
か
詳
な
ら
す
。〕。
か
く
て

正
成
、
高
木
清
秀
と
共
に
御
鉄
炮
の
卒
に
指
揮
し
て
、
御
本
陣
の

巽
小
林
山
の
尾
崎
よ
り
鉄
炮
を
放
た
せ
け
れ
ハ
、
敵
是
に
辟
易
し

て
進
み
え
す
。
遂
に
池
田
勝
入
父
子
討
れ
け
れ
ハ
敵
散
々
に
敗
走

す
。
御
方
是
を
追
討
て
多
く
首
級
を
得
た
り
〔
四
戦
紀
聞
〕。
龍

泉
寺
よ
り
十
町
は
か
り
隔
て
砂
川
と
い
ふ
あ
り
。
正
成
馬
を
横
に

し
麾
を
振
て
、
引
取
へ
し
と
下
知
し
け
れ
ハ
、
各
こ
ゝ
に
て
追
と

ま
り
兵
を
ま
と
め
て
退
き
け
り
〔
渡
辺
図
書
頭
長
湫
記
・
四
戦
紀

聞
〕。

御
凱
旋
あ
り
て
討
取
し
首
実
検
し
給
ひ
、
諸
将
の
武
功
を
賞
し
給

ふ
。
時
に
正
成
、
高
木
清
秀
と
ゝ
も
に
御
前
に
す
ゝ
ミ
、
豊
臣
家

ハ
性
勇
敢
に
し
て
、
此
敗
れ
を
聞
ハ
必
来
た
り
戦
ふ
へ
し
、
今
御

方
の
士
こ
と
〳
〵
く
倦
つ
か
る
、
し
ハ
ら
く
士
卒
を
休
め
給
ふ
へ

し
と
ま
う
す
。
則
御
許
容
あ
り
て
軍
を
か
へ
し
給
ひ
〔
高
木
家

譜
・
武
徳
大
成
記
〕
小
幡
の
城
に
御
馬
を
入
さ
せ
給
ふ
〔
寛
永
高

木
譜
・
四
戦
紀
聞
〕。
か
く
て
池
田
勝
入
か
首
に
采
幣
及
ひ
太
刀

を
添
て
織
田
信
雄
の
も
と
に
贈
り
給
ふ
。
丹
羽
六
大
夫
と
同
し
く

正
成
仰
を
う
け
て
御
使
を
つ
と
む
〔
武
徳
大
成
記
・
四
戦
紀
聞
〕。

此
役
に
甲
斐
国
先
方
の
士
の
討
取
し
首
級
を
ハ
、
正
成
及
ひ
大
久

保
忠
佐
仰
を
う
け
て
是
を
改
む
〔
景
憲
物
語
・
四
戦
紀
聞
・
紀
伊

国
物
語
〕。十
一
日
、御
前
に
め
さ
れ
て
此
度
の
軍
功
を
賞
せ
ら
れ
、

御
感
を
蒙
り
〔
寛
永
譜
・
諸
家
系
図
〕
金
の
采
幣
を
賜
ひ
〔
小
栗

家
譜
〕、
三
河
国
幡は

豆つ

郡
の
う
ち
に
て
采
地
七
百
石
を
加
へ
ら
る

〔
寛
永
譜
・
家
譜
・
近
代
諸
士
伝
略
〕。

同
十
三
年
閏
八
月
、
信
濃
国
上
田
城
を
攻
さ
せ
給
ひ
し
時
、
御
方

の
諸
勢
敵
に
支
へ
ら
れ
進
退
難
儀
に
及
ひ
し
か
は
、
城
景
茂
・
玉

虫
繁
茂
兄
弟
し
め
し
合
せ
、
と
か
く
ハ
足
軽
の
掛
や
う
よ
か
ら
ぬ

故
な
り
、
か
く
て
ハ
勝
利
を
得
る
事
か
た
し
と
言
上
せ
し
に
よ

り
、
正
成
仰
を
う
け
て
彼
地
に
む
か
ひ
〔
永
日
記
・
前
橋
旧
蔵

聞
書
〕
足
軽
の
懸
や
う
よ
く
〳
〵
調
練
し
て
後
か
く
へ
し
と
い

ふ
。
人
々
い
な
ミ
て
、
さ
ら
す
と
も
其
場
に
臨
ま
ハ
い
か
な
る
働

も
す
へ
き
な
り
と
い
ふ
に
、
調
練
せ
ハ
猶
疑
な
き
勝
利
な
ら
ん
と

て
、
二
十
五
人
つ
ゝ
分
備
へ
、
調
練
し
て
の
ち
か
け
し
か
ハ
、
お

も
ひ
の
ま
ゝ
に
勝
利
を
得
て
、
故
な
く
人
数
を
引
揚
た
り
〔
武
功

雑
記
・
前
橋
旧
蔵
聞
書
○
按
す
る
に
武
功
雑
記
に
ハ
、
是
を
慶
長

五
年
の
上
田
陣
と
し
、
前
橋
旧
蔵
聞
書
に
ハ
、
年
代
を
記
さ
す
、

た
ゝ
真
田
陣
の
時
と
あ
り
。
慶
長
五
年
と
す
る
時
ハ
、
正
成
致
仕

の
後
な
れ
ハ
誤
な
る
こ
と
明
け
し
。
故
に
今
改
め
し
る
す
。
又
按

す
る
に
古
人
物
語
に
ハ
、
昔
真
田
壱
岐
を
攻
さ
せ
給
ひ
し
時
、
足

軽
勢
敗
軍
す
。
時
に
酒
井
左
衛
門
及
ひ
正
成
を
遣
ハ
さ
れ
し
か
と

も
す
へ
き
や
う
な
く
、
玉
虫
次
郎
九
郎
を
か
た
ら
ひ
し
に
、
今
の

足
軽
を
国
に
帰
し
別
に
撰
ミ
て
か
け
ら
る
へ
し
、
初
の
足
軽
ハ
臆

し
た
る
故
な
り
、
必
行
先
に
切
所
あ
る
へ
し
と
い
ふ
に
任
せ
、
悉

く
足
軽
を
引
か
へ
て
懸
し
か
ハ
、
お
も
ひ
の
ま
ゝ
に
勝
利
を
得
た

り
と
記
せ
り
。
い
ま
た
何
れ
か
是
な
る
事
を
し
ら
す
。〕。
敵
兵
是

形
勢
を
見
て
、
武
功
の
者
の
あ
る
と
見
え
て
先
の
足
軽
配
り
に
引

か
へ
、
よ
く
と
ゝ
の
ひ
た
り
と
そ
賞
し
け
る
〔
永
日
記
・
前
橋
旧

蔵
聞
書
〕。
此
役
に
大
久
保
忠
佐
と
共
に
仰
を
う
け
て
、
保
科
弾

正
忠
正
直
か
許
へ
御
書
を
賜
ふ
。
御
使
を
う
け
給
ハ
り
、
此
度
の

役
昼
夜
の
勤
労
大
か
た
な
ら
し
、
猶
怠
る
へ
か
ら
さ
る
む
ね
仰
を
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伝
ふ
〔
会
津
家
臣
西
郷
頼
母
所
蔵
文
書
○
按
す
る
に
此
御
書
、
新

編
会
津
風
土
記
に
載
せ
た
れ
と
も
御
使
の
事
他
に
所
見
な
く
、
又

御
書
の
末
に
閏
八
月
廿
八
日
と
の
ミ
あ
り
て
年
代
詳
な
ら
す
。
さ

れ
と
も
此
役
の
事
と
し
て
事
実
に
か
な
へ
ハ
、
推
考
し
て
こ
ゝ
に

収
む
。〕。

同
十
八
年
、
小
田
原
の
役
に
扈
従
せ
し
と
き
、
豊
臣
太
閤
、
正
成

に
対
面
せ
ん
と
織
田
信
雄
し
て
東
照
宮
に
伝
ふ
。
さ
れ
と
も
正
成

年
老
た
れ
は
と
て
辞
し
て
遂
に
対
面
せ
す
〔
寛
永
譜
〕。
此
頃
麾

下
の
諸
士
に
領
地
を
分
ち
賜
ふ
事
を
太
閤
と
議
し
給
ひ
し
か
ハ
、

あ
る
人
正
成
か
許
に
来
た
り
て
か
く
と
つ
く
。
夫
ハ
誰
々
な
り
や

と
問
ふ
に
、
か
の
者
答
へ
て
、
先
そ
こ
に
ハ
五
千
石
賜
ふ
へ
き
よ

し
を
聞
け
り
と
い
ふ
。
正
成
聞
て
、
さ
も
あ
ら
ん
に
ハ
過
分
の
事

な
り
、
其
他
の
人
々
ハ
い
か
に
と
問
ふ
。
高
木
主
水
助
清
秀
・
牧

野
半
右
衛
門
康
成
・
阿
部
善
右
衛
門
正
勝
等
を
は
し
め
、
西
尾
小

左
衛
門
吉
次
等
な
り
と
い
ふ
。
猶
其
他
の
人
を
問
ふ
に
、
其
名
を

か
そ
へ
て
語
り
し
か
ハ
、
正
成
聞
て
、
我
も
高
木
清
秀
等
と
同
し

く
采
地
を
賜
ハ
ら
ハ
武
功
勝
れ
た
る
者
の
ミ
と
思
ハ
ん
に
、
さ
も

な
き
人
の
加
ハ
れ
る
ハ
心
よ
か
ら
す
と
歎
き
け
り
〔
武
功
雑
記
〕。

か
く
て
武
蔵
国
埼さ

い
玉た
ま
郡
の
内
に
て
五
千
石
の
采
地
を
賜
ハ
り
〔
家

譜
・
武
徳
大
成
記
・
家
忠
日
記
追
加
〕、
後
采
地
の
う
ち
柏

（
栢
ヵ
）間
村

に
閑
居
し
、
薙
髪
し
て
善
崇
と
号
す
〔
家
譜
・
武
功
雑
記
〕。

慶
長
五
年
、
石
田
三
成
叛
逆
の
時
、
台
徳
院
殿
御
出
馬
の
前
、
本

多
正
信
の
招
き
に
よ
り
て
江
戸
に
ま
い
る
。
正
信
い
ふ
や
う
、
此

度
の
御
出
陣
ハ
い
か
に
も
覚
束
な
し
、
さ
る
ハ
上
方
勢
凡
十
五
万

は
か
り
と
聞
ゆ
る
に
、
こ
な
た
ハ
僅
に
五
万
余
な
り
、
危
き
合
戦

な
れ
と
も
御
出
陣
な
く
て
ハ
か
な
ハ
ぬ
に
よ
り
、
い
か
に
と
も
せ

ん
方
な
し
、
そ
こ
ハ
老
功
な
れ
ハ
告
る
な
り
、
い
か
ゝ
お
も
ふ
と

問
ふ
。
善
崇
聞
て
、
我
ハ
さ
も
お
も
ハ
す
、
必
勝
利
を
得
給
ふ
へ

し
、
御
若
年
の
時
よ
り
御
側
に
あ
り
て
見
た
て
ま
つ
る
に
、
常
に

聞
お
ち
ハ
し
給
へ
と
も
御
目
に
ふ
る
ゝ
時
ハ
い
か
に
も
剛
強
に
ま

し
ま
せ
り
、
さ
れ
ハ
此
度
も
こ
ゝ
許
に
て
ハ
覚
束
な
く
あ
や
ふ
ミ

給
ふ
や
う
な
り
と
も
、
彼
地
に
い
た
ら
せ
給
ひ
な
ハ
鬼
神
の
こ
と

く
ま
し
ま
さ
ん
、
さ
て
こ
そ
御
勝
利
有
へ
け
れ
〔
続
明
良
洪
範
〕、

又
三
成
も
要
害
に
籠
ら
す
海
道
に
屯
す
と
聞
え
た
り
、
御
出
馬
と

聞
な
ハ
垂
井
・
赤
坂
・
関
原
辺
に
出
張
し
、
西
国
勢
を
憑
ミ
て
野

合
の
合
戦
し
、
東
国
の
小
勢
を
摛

（
擒
ヵ
）に

せ
ん
と
は
か
る
へ
し
、
其
時

御
方
時
を
移
さ
す
戦
を
は
し
め
ら
れ
よ
、
も
し
時
日
を
移
し
て
敵

の
多
勢
所
々
に
楯
籠
り
、
要
害
に
よ
り
て
互
に
力
を
援
な
ハ
い
か

て
か
勝
利
を
得
ら
る
へ
き
〔
武
功
雑
記
〕、
然
る
に
今
東
国
方
に

突
か
ゝ
り
の
戦
ひ
を
好
ミ
、
猶
予
な
き
大
将
三
人
あ
り
、
第
一
に

東
照
宮
、
次
に
井
伊
直
政
・
福
嶋
正
則
な
り
〔
武
功
雑
記
・
続
明

良
洪
範
〕、
是
皆
勇
将
に
し
て
速
に
合
戦
有
へ
け
れ
ハ
、
は
た
し

て
御
勝
利
有
へ
し
と
ハ
い
ひ
し
な
り
と
答
ふ
〔
武
功
雑
記
〕。
此

時
東
照
宮
、
善
崇
を
め
さ
れ
て
、
台
徳
院
殿
の
供
奉
を
命
せ
ら
れ

し
か
、
麒
麟
も
老
ぬ
れ
ハ
鴑
馬
に
劣
る
と
ま
う
す
を
、
鴑
馬
の
老

た
る
な
れ
ハ
い
か
て
そ
の
任
に
あ
た
る
へ
き
と
辞
し
ま
う
す
。
是

を
聞
し
め
し
、
い
な
接
戦
す
る
に
及
ハ
す
、
た
ゝ
乗
物
に
助
け
ら

れ
て
も
従
ひ
往
へ
し
と
の
給
ひ
し
か
と
も
、
固
く
辞
し
た
て
ま
つ

り
て
閑
居
に
帰
る
〔
続
明
良
洪
範
○
按
す
る
に
永
日
記
に
、
御
出

馬
の
後
、
善
崇
あ
る
人
に
対
ひ
、
此
度
敵
方
に
て
ハ
極
め
て
御
出

馬
有
へ
し
と
ハ
お
も
ひ
か
け
し
、
然
る
に
御
着
陣
有
と
其
ま
ゝ
御

合
戦
あ
ら
ん
に
、
敵
不
慮
の
事
な
れ
ハ
必
勝
利
を
得
給
ふ
へ
し
、

さ
れ
と
も
三
方
原
御
難
戦
の
後
ハ
こ
り
さ
せ
給
ひ
、
か
つ
御
齢
も

長
し
給
ふ
故
、
も
し
猶
予
し
給
ふ
事
も
あ
ら
ん
か
、
さ
て
ハ
御
勝

利
心
も
と
な
し
、
我
従
ひ
ま
い
ら
ハ
必
利
を
得
給
ふ
や
う
は
か
る

へ
き
も
の
を
と
語
り
し
事
見
え
た
れ
と
も
、
疑
ハ
し
け
れ
ハ
本
文

に
記
さ
す
。〕。

同
七
年
四
月
、
病
に
か
ゝ
り
し
と
き
、
台
徳
院
殿
、
侍
医
久
志
本

左
京
亮
常
衡
し
て
療
養
を
加
へ
さ
せ
た
ま
ふ
。
さ
れ
と
も
遂
に
愈

す
し
て
、
同
月
十
二
日
、
七
十
六
歳
に
し
て
死
す
〔
寛
永
譜
・
近

代
諸
士
伝
略
〕。
法
名
も
善
崇
と
い
ふ
〔
寛
永
譜
〕。

い
つ
の
頃
に
か
善
崇
、
東
照
宮
の
御
前
に
候
し
て
物
語
の
序
、
今

よ
り
後
我
に
ひ
と
し
き
武
辺
者
は
あ
る
へ
か
ら
し
と
い
ふ
〔
永
日

記
・
前
橋
旧
蔵
聞
書
・
明
良
洪
範
〕。
傍
に
あ
り
つ
る
人
々
是
を

あ
や
し
み
、
何
故
に
か
く
ハ
ま
う
す
と
咎
む
〔
故
老
物
語
・
明
良

洪
範
〕。
善
崇
答
へ
て
、
武
田
信
玄
の
世
に
あ
り
し
頃
ハ
御
出
陣

毎
に
我
御
先
手
の
押
を
し
け
る
か
、
一
度
も
後
れ
を
と
り
た
る
事

な
か
り
し
か
と
も
、
信
玄
死
し
て
後
ハ
彼
に
ひ
と
し
き
敵
な
し
、

此
後
と
て
も
信
玄
か
こ
と
き
敵
あ
ら
ハ
、
又
我
に
ひ
と
し
き
者
も

出
来
ぬ
へ
し
と
い
ひ
け
り
〔
永
日
記
・
前
橋
旧
蔵
聞
書
・
明
良
洪

範
○
按
す
る
に
永
日
記
に
、
美
濃
国
に
老
婆
狐
と
い
ふ
あ
り
。
人

を
誑
ら
か
す
事
巧
に
し
て
肩
の
上
、
或
ハ
手
に
乗
れ
と
も
目
に
見

え
す
。
若
年
の
者
と
も
い
か
に
も
し
て
殺
さ
ん
と
心
を
尽
せ
し
か

と
事
な
ら
す
。
あ
る
時
善
崇
を
の
か
腕
を
出
し
て
、
此
手
に
の
れ

と
呼
ハ
り
し
か
ハ
、
老
狐
人
言
を
な
し
て
、
其
手
に
乗
た
ら
ん
に

ハ
手
と
も
に
斬
ら
ん
と
お
も
ひ
構
へ
ら
れ
た
り
、
さ
る
人
の
手
に
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ハ
の
ら
し
と
い
ひ
け
り
。聞
人
善
崇
か
勇
気
を
感
せ
し
と
記
せ
り
。

此
事
古
人
物
語
に
ハ
、
阿
部
四
郎
右
衛
門
正
之
と
し
、
鳩
巣
小
説

に
ハ
、
大
久
保
彦
左
衛
門
忠
教
か
事
と
す
。
い
ま
た
何
れ
か
是
な

る
事
を
し
ら
す
。〕。

善
崇
閑
居
せ
し
後
ハ
、
東
照
宮
御
放
鷹
と
し
て
出
さ
せ
給
ふ
毎
に

必
時
服
二
領
ほ
と
と
り
持
せ
た
ま
ひ
て
、
善
崇
か
許
に
渡
ら
せ
給

ひ
て
是
を
賜
ひ
た
り
。其
時
妻
も
拝
謁
せ
し
と
い
ふ
〔
武
功
雑
記・

前
橋
旧
蔵
聞
書
〕。
又
或
時
御
放
鷹
の
序
、
閑
居
を
訪
ハ
せ
給
ひ

仰
有
け
る
ハ
、
我
先
に
ハ
い
か
て
世
を
治
め
な
ハ
汝
等
に
大
禄
を

与
へ
ん
と
お
も
ひ
し
か
、
今
ハ
と
に
か
く
算
勘
に
か
ゝ
つ
ら
ひ
て

先
の
志
に
悖
れ
り
、
さ
り
と
て
等
閑
に
ハ
思
ハ
す
、
た
ゝ
老
を
養

ふ
ま
て
の
采
地
を
与
ふ
へ
し
と
て
二
千
石
を
賜
ひ
け
り
。

其
後
ま
た
閑
居
を
訪
ハ
せ
給
ひ
し
時
、
汝
昔
は
強
飯
を
炊
く
事
に

勝
れ
し
か
、
今
は
い
か
に
と
問
せ
給
ひ
し
か
ハ
、
う
け
給
ハ
り
て

蒸
て
ま
い
ら
せ
し
と
そ
〔
続
明
良
洪
範
〕。

其
子
甚
一
郎
正
貞
ハ
父
か
勘
気
を
う
け
て
家
を
継
す
。
二
男
右
京

進
正ま

さ
成な
り

〔
按
す
る
に
家
伝
、安
成
に
つ
く
る
。〕
家
嫡
と
な
る
〔
家

譜
〕。

正
成
、
三
河
に
生
れ
〔
寛
永
譜
〕、
は
し
め
四
郎
左
衛
門
と
い
ふ

〔
家
譜
〕。東
照
宮
に
仕
へ
た
て
ま
つ
り
〔
寛
永
譜
〕、天
正
十
二
年
、

長
久
手
の
役
に
扈
従
し
、
慶
長
五
年
、
関
原
御
陣
に
供
奉
す
。

同
七
年
九
月
、
近
江
国
坂さ

か
田た

郡
の
う
ち
に
て
二
千
石
を
加
へ
ら
れ

〔
按
す
る
に
家
譜
に
ハ
、
此
年
、
遺
跡
を
継
と
記
し
た
れ
と
も
、

正
成
、
慶
長
五
年
前
薙
髪
し
て
采
地
に
閑
居
す
と
い
へ
は
、
是
よ

り
先
に
家
を
継
し
こ
と
明
ら
か
な
り
。
故
に
こ
ゝ
に
ハ
省
く
。
ま

た
続
明
良
洪
範
を
参
考
す
る
に
、
こ
ゝ
に
い
ふ
加
恩
二
千
石
の
地

ハ
父
か
養
老
の
料
な
り
し
を
、
死
後
其
侭
加
恩
と
し
て
賜
ひ
し
な

ら
ん
。
然
れ
と
も
今
猥
り
に
推
考
し
て
文
を
加
へ
か
た
け
れ
ハ
、

こ
ゝ
に
弁
し
て
後
勘
に
備
ふ
。〕、
す
へ
て
七
千
石
を
知
行
し
、
後

伏
見
の
城
代
と
な
る
。

同
十
年
十
二
月
十
二
日
、
四
十
二
歳
に
し
て
死
す
〔
家
譜
〕。
法

名
を
淨
安
と
い
ふ
〔
寛
永
譜
〕。

其
子
図
書
助
忠た

ゝ
俊と
し

は
は
し
め
新
五
郎
と
い
ふ
。
父
か
遺
跡
を
継
き

五
千
石
を
知
行
し
、
二
千
石
を
弟
織
部
正
正
成
に
分
ち
与
ふ
。
後

御
書
院
の
番
士
と
な
り
〔
家
譜
〕、
寛
永
八
年
二
月
、
累
年
不
正

の
事
あ
る
に
よ
り
改
易
せ
ら
れ
て
家
た
ゆ
〔
家
譜
・
江
城
年
録
〕。

内
藤
　

四
郎
左
衛
門
正
成
伝

補
遺
〔
天
正
十
二
年
正
月
、
掛
川
合
戦
の
条
〕
廿
三
日
の
暁
に
、

正
成
、
渡
辺
守
綱
等
と
同
し
く
先
登
に
す
ゝ
み
忠
戦
を
尽
し
た
り

〔
松
原
自
休
手
録
・
渡
辺
本
三
河
記
〕。
敵
敗
北
し
て
引
と
る
所
、

正
成
・
守
綱
及
ひ
服
部
半
蔵
跡
を
逐
て
つ
け
い
り
城
門
に
い
た
る

〔
国
朝
大
業
広
記
・
大
三
川
志
〕。
此
軍
夜
を
こ
め
て
の
戦
ひ
な
り

け
れ
ハ
、
誰
も
さ
し
物
を
ハ
用
ひ
さ
り
し
に
、
小
坂
新
助
の
み
燈

籠
の
さ
し
物
を
さ
し
た
り
け
れ
ハ
、
夜
明
る
程
に
さ
や
か
に
あ
ら

ハ
れ
て
、
か
れ
先
登
せ
し
と
み
え
た
れ
と
も
、
早
く
惣
門
に
い
り

た
る
ハ
正
成
と
守
綱
の
二
人
な
り
〔
武
徳
大
成
記
〕。

補
遺
〔
天
正
三
年
、
三
方
原
合
戦
の
条
〕
御
方
退
く
を
見
て
敵
跡

を
慕
ひ
て
追
来
た
る
を
、
天
野
康
景
金
の
馬
鎧
か
け
た
る
武
者
を

馬
上
よ
り
鑓
つ
け
た
り
。
此
時
弓
持
た
る
敵
一
人
歩
行
に
て
塚
の

陰
よ
り
御
側
近
く
忍
ひ
よ
る
を
正
成
見
と
め
て
、
こ
な
た
に
も
弓

と
り
あ
り
と
声
を
か
け
馳
出
て
射
ん
と
し
け
る
に
、
康
景
早
く
馬

を
乗
つ
け
逐
か
け
し
か
ハ
、
彼
敵
其
ま
ゝ
遁
れ
さ
る
〔
寛
永
天
野

譜
・
貞
享
天
野
書
上
・
近
代
諸
士
伝
略
〕。

正ま
さ
成な
り

四
郎
左
衞
門
尉

は
じ
め
伯を

ぢ父
弥や

次じ

右
衞
門
に
属し
よ
くし
て
上う
へ
の野
の
城じ
や
うに
あ
り
。
天て
ん
ぶ
ん文

十
一
年
十
二
月
、
上

じ
や
う
じ
ゆ
ん
旬
に
織を

た田
彈だ
ん
じ
や
う
の
ち
う

正
忠
信の
ぶ
ひ
で秀
の
兵
つ
ハ
も
の
五
騎き

物も
の
見ミ

と
し
て
上う
へ
の野
の
城
に
き
た
る
時
、
城
中
の
兵
つ
ハ
も
のは
せ
す
ゝ
み
て
是こ
れ
を

う
た
ん
と
す
。
こ
ゝ
に
を
ひ
て
正ま

さ
な
り成

衆し
ゆ
へ
い兵

に
さ
き
だ
ち
て
相
ま
じ

ハ
り
、
鑓や

り
を
合
あ
ハ
せ

鑓や
り
し
た下

の
高か
う

名ミ
や
うを

得
た
り
。
此
と
き
正ま
さ
な
り成

十
六
歳
な

り
。

同
月
二
十
四
日
、
尾び

州し
う
の
さ
ふ
ら
ひ
新し
ん
兵
衞
と
い
ふ
も
の
兵
つ
ハ
も
のを
率
ひ
き
ひ

て
夜や

中ち
う

に
上う
へ
の野
の
城
を
襲を
そ
ひ、
す
で
に
二
丸
に
入い
る
と
き時
、
正
成
弓ゆ
ミ

を

持も
ち
、
百
入
の
土ど
へ
う俵
靱う
つ
ぼを
つ
け
、
は
し
り
い
で
ゝ
是
を
射い

け
る
間あ
ひ
た、

敵て
き

城
中
を
い
で
ゝ
し
ば
〳
〵
相あ
ひ

た
ゝ
か
ふ
。
正
成
勝か
つ

に
の
り
て
こ

れ
を
射い

、
矢や

す
で
に
つ
き
ん
と
す
る
時
、
か
た
ハ
ら
に
童わ
ら
ハ一

人
あ

り
け
る
に
、
正
成
彼か

れ
に
告つ
げ

て
、
汝な
ん
ぢい

そ
ぎ
矢や

を
と
り
て
き
た
る
べ

し
、
と
い
ふ
。
そ
の
時
童わ

ら
ハは

し
り
ゆ
き
て
矢
を
抱い
だ

き
た
る
。
是
に

よ
り
て
大
に
勝せ

う
り利
を
得
、
敵
す
で
に
死し
し
や
う傷
す
る
も
の
二
百
餘よ

人に
ん
。

二　
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
藤
原
氏
丙
十
冊
之
内
三　

秀
郷
流
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こ
れ
正
成
が
よ
く
弓ゆ
ミ
を
射い

け
る
ち
か
ら
な
り
。
翌よ
く
日じ
つ
、
廣ひ
ろ
忠た
ゞ

卿
き
や
う

此
事
を
き
こ
し
め
し
、
其
戰せ

ん
こ
う功

を
感か

ん
じ
た
ま
ひ
、
は
じ
め
て
め
し

い
だ
さ
れ
、
三
州
羽は

す
ミ角

村む
ら

に
を
ひ
て
采さ
い
ち地

を
た
ま
ハ
る
。
伯を

ぢ父
弥や

次じ

右
衞
門
も
ま
た
此
功こ
う
を
感か
ん
し
七な
ゝ

所と
こ
ろ

拵ご
し
ら
への
刀か
た
なを
あ
た
ふ
。
松
平

弥
右
衞
門
尉
も
是
を
褒ほ

め
て
家い
へ
の
目め
ぬ
き貫
・
笄
か
う
が
ひを
さ
づ
く
。

同
年
、
三
州
安あ

ん

祥じ
や
うの
兵
つ
ハ
も
の

上う
へ
の野
の
城
を
襲を
そ
ふ。
と
き
に
そ
の
武ぶ

將
し
や
う

陣ぢ
ん
と
う頭

に
す
ゝ
み
諸し
よ
そ
つ卒

を
下げ

ぢ知
し
て
競き
を
ひき

た
る
。
味ミ

方か
た

突つ
き

い
で
ゝ
あ

ひ
た
ゝ
か
ふ
と
き
、
正
成
味ミ

方か
た

に
さ
き
だ
つ
事
三
十
間け
ん

バ
か
り

に
し
て
、
彼か

の
部ぶ
し
や
う將

と
鑓や
り

を
あ
ハ
せ
其
首
を
と
る
。
こ
ゝ
に
を
ひ
て

敵て
き
へ
い兵
利り

を
う
し
な
ひ
て
引ひ
き
し
り
ぞ
く
。
弥
次
右
衞
門
こ
れ
を
感
じ

て
鎧よ

ろ
ひな
ら
び
に
腋わ
き
さ
し差
を
あ
た
ふ
。

弘こ
う

治ぢ

三
年
、
三
州
刈か
り

屋や

合
戰
の
と
き
、
正
成
鑓や
り

を
も
ち
て
敵
兵
を

鏦つ
き

、そ
の
首く
び

を
得
た
り
。
且か
つ

弓ゆ
ミ

を
も
ち
て
射い

殺こ
ろ
すも

の
も
亦ま
た

お
ほ
し
。

永ゑ
い
ろ
く祿

六
年
、
三
州
本ほ
ん
ぐ
ハ
ん
じ

願
寺
門も
ん
と徒

一
揆き

の
と
き
、
其
徒と

五
人
野の

寺で
ら

よ

り
い
で
針は

り
さ
き崎
に
を
ひ
て
正ま
さ
な
り成
を
う
た
ん
と
し
け
る
と
こ
ろ
に
、
正

成
こ
れ
を
擊う

ち

ち
ら
す
。
時
に
矢や

だ田
作さ
く

十
郎
は
せ
き
た
り
訇
の
ゝ
し
りけ
る

は
、
敵
ハ
わ
づ
か
に
一
人
、
味ミ

方か
た

ハ
五
人
な
り
、
な
ん
ぞ
討う
つ
こ
と事

を

得え

ざ
る
や
、
と
い
ふ
。
正
成
こ
れ
を
み
て
す
で
に
相
た
ゝ
か
ハ
ん

と
す
。
し
か
れ
ど
も
矢
田
た
ゝ
か
ふ
事
あ
た
は
ず
し
て
引
し
り
ぞ

く
。
正
成
が
い
は
く
、
汝な

ん
ぢさ
き
に
ハ
五
人
の
士し

を
訇
の
ゝ
し
り
今い
ま
す
み
や

か
に
逃に

け
さ
る去

、な
ん
ぞ
其
言こ

と
ば葉

の
た
が
ふ
事
か
く
の
ご
と
く
な
る
や
。

矢や

だ田
が
い
は
く
、
我わ
れ

汝な
ん
ぢに

む
か
ひ
な
ん
ぞ
死し

を
輕か
ろ
んぜ

ん
や
、
と
い

ひ
を
ハ
り
て
去さ

る
。
こ
ゝ
に
を
ひ
て
正
成
も
ま
た
し
り
ぞ
き
ぬ
。
の

ち
矢や

だ田
人
に
か
た
り
け
る
ハ
、
我
も
し
正
成
と
あ
ひ
ま
じ
ハ
ら
バ

討う
ち
じ
に死
せ
ん
事
必ひ
つ
ぢ
や
う
定
た
る
べ
し
、
と
い
ふ
。
諸し
よ
に
ん人
却か
へ
りて
こ
れ
を
褒ほ
む
。

そ
の
ゝ
ち
一
揆き

の
大
た
い
し
や
う將

石い
し
か
ハ川

十
郎
左
衞
門
な
ら
び
に
渡わ
た
な
べ邊

半は
ん
ざ
う藏

兩

人
鑓や

り
を
も
ち
て
大
權
現
の
御
前
に
す
ゝ
み
來き
た

る
。
石い
し
か
ハ川

ハ
正
成
が

伯を

ぢ父
な
り
。
し
か
れ
ど
も
敵
と
な
る
に
よ
り
て
、
正
成
こ
れ
を
射い

て
兩
り
や
う
膝ひ
ざ
を
貫
つ
ら
ぬ
く。
石
川
引ひ
き

退し
り
ぞ
きて
つ
ゐ
に
死
す
。
此
と
き
又
渡わ
た
な
べ邊
源げ
ん

五
左
衞
門
を
射い
こ
ろ
し殺
ぬ
。
大
權
現
大
に
こ
れ
を
感か
ん
じ
さ
せ
た
ま
ふ
。

時
に
石
川
伯ハ

う
き
の
か
ミ

耆
守
數か
ず
ま
さ正

言ご
ん
じ
や
う

上
し
け
る
ハ
、
正
成
數す

ど度
軍ぐ
ん

忠ち
う

を
勵ハ
げ
ます

事
も
つ
と
も
他た

に
こ
と
な
り
、
わ
す
れ
さ
せ
給
ふ
事
な
か
れ
、
と

い
ふ
。
大
權
現
こ
れ
を
、
し
か
り
、
と
の
た
ま
ふ
。

同
年
、
三
州
牛う

し
く
ぼ窪
合
戰
に
、
牧ま
き
野の

等と
う
小こ
ざ
か
ゐ
坂
井
に
出
し
ゆ
つ
ち
や
う
張
し
、
御ご

ゆ油
と

却こ
う
村む
ら
の
間
に
を
ひ
て
味
方
を
圍か
こ
むと
き
、
正
成
し
つ
ハ
ら
ひ
と
な
り

て
敵
の
す
ゝ
み
き
た
る
を
射い

る
に
、
鞍く
ら

の
前ま
へ
わ輪

よ
り
後う
し
ろ
わ輪

ま
て

射い
ぬ
く貫
。こ
れ
に
よ
り
て
敵
兵
す
ゝ
み
え
ず
し
て
ひ
き
し
り
ぞ
き
ぬ
。

同
七
年
、三
州
御ご

ゆ油
に
を
ひ
て
駿す
ん
し
う州
の
兵
つ
ハ
も
のと
あ
ひ
た
ゝ
か
ふ
と
き
、

敵て
き

男な
ん
に
よ女

と
も
に
櫓や
ぐ
らの

上
に
の
ぼ
り
鯨と
き
の
こ
ゑ波を

揚あ
ぐ

。
味ミ

方か
た

の
兵
お
ほ
く

こ
れ
を
射い

け
れ
ど
も
、
矢や

一
筋す
ぢ

も
櫓
の
上
に
い
た
ら
ず
。
こ
ゝ
に

を
ひ
て
大
權
現
、
正
成
に
命め

い
じ
て
こ
れ
を
射い

さ
し
め
た
ま
ふ
。
時

に
正
成
矢や

三
本
を
は
な
つ
。
其
矢や

二
筋す
ぢ
櫓
の
中
に
入
。
か
る
が
ゆ

へ
に
敵
兵
皆ミ

な
に
げ
お
り
ぬ
。
此
と
き
正
成
が
は
な
つ
と
こ
ろ
の
矢

に
内な

い
と
う藤
四
郎
左
衞
門
の
七
字じ

を
書し
よ
す
。
是
に
よ
り
て
敵
兵
そ
の
矢

を
を
く
り
、
且か

つ
矢や

文ぶ
ミ
を
そ
へ
て
い
は
く
、
今
し
ば
ら
く
た
が
ひ
に

矢や

止ど
め

を
す
べ
し
、
此
兵つ
ハ
も
のに
ふ
た
ゝ
び
一
矢
を
は
な
た
し
め
よ
、

と
な
り
。
と
き
に
大
權
現
仰
あ
り
け
る
ハ
、
こ
れ
敵
の
は
か
り
こ

と
な
り
、
か
な
ら
ず
射い

る
事
な
か
れ
、
と
の
た
ま
ふ
。
し
か
れ
ど

も
正
成
勇よ

う
氣き

撓た
ハ
まず

す
ゝ
み
出
て
矢
を
は
な
た
ん
と
す
る
と
き
、
敵

兵
楯た

て
を
も
ち
て
道ミ
ち
の
か
た
ハ
ら
に
伏ふ
し
か
く
れ
、
正
成
を
み
て
す
ミ

や
か
に
す
ゝ
み
、
す
で
に
突つ

か
んと
す
る
と
き
、
正
成
こ
れ
を
射い

て
楯た
て

を
透と
を
しそ
の
敵
を
殺こ
ろ
す。
か
る
が
ゆ
へ
に
敵
味ミ

方か
た
あ
ひ
と
も
に
こ
れ
を

褒ほ
む

。
大
權
現
も
ま
た
感か
ん

じ
さ
せ
た
ま
ふ
。

元げ
ん

龜き

元
年
、
織を

た田
信の
ぶ
な
が長

越ゑ
ち
ぜ
ん前

の
國
金か
ね
が
さ
き

崎
に
發は
つ
か
う向

し
た
ま
ふ
と
き
、

大
權
現
御
加か

勢せ
い

の
た
め
若じ
や
く
し
う州に

進し
ん
ぱ
つ發

し
た
ま
ふ
。
此
所
に
を
ひ
て

正
成
が
進し

ん
退だ
い

ハ
な
は
だ
御
こ
ゝ
ろ
に
か
な
ふ
。
す
で
に
退た
い
ぢ
ん陣

の
と

き
、
正
成
し
つ
は
ら
ひ
と
な
り
て
、
矢
六
筋す

ぢ
を
は
な
ち
て
若じ
や
く
し
う州の

甲か
つ
へ
い兵

六
人
を
射い
こ
ろ
す殺

。
大
權
現
大
に
こ
れ
を
か
ん
じ
給
ふ
。

同
年
、
姉あ

ね
が
ハ川

合
戰
に
、
正
成
あ
る
ひ
は
鑓や
り

を
あ
ハ
せ
あ
る
ひ
ハ
敵

を
射い

て
、
大
に
軍ぐ
ん

忠ち
う

を
は
げ
ま
す
。
そ
の
ゝ
ち
敵
兵
正
成
が
射い

る

と
こ
ろ
の
矢や

を
贈を
く
る
。

同
三
年
、遠ゑ

ん
し
う州
三み
か
た
が
ハ
ら

方
原
合
戰
に
、正
成
敵
と
あ
ひ
た
ゝ
か
ふ
の
間
、

旗き

か下
を
ハ
な
る
ゝ
事
す
で
に
と
を
し
。
此
時
味
方
の
先せ
ん
ぷ鋒
敗は
い
せ
ん

と
す
。
こ
ゝ
に
を
ひ
て
正
成
馬
を
は
せ
て
旗き

か下
に
謁ゑ
つ
し
け
れ
ば
、

大
權
現
御
馬む

ま
を
ひ
か
へ
さ
せ
た
ま
ひ
、
し
た
が
ひ
た
て
ま
つ
る
も

の
わ
づ
か
に
七
八
騎き

な
り
。
正
成
諫い
さ
めた

て
ま
つ
り
、
し
つ
ハ
ら
ひ

し
て
引
し
り
ぞ
く
。
此
時
息そ

く
な
ん男

甚じ
ん

一
郎
正ま
さ
さ
だ貞

敵
陣
に
ふ
か
い
り
し

て
、
味ミ

か
た方

の
し
り
ぞ
く
を
し
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
へ
に
正
成
そ
の
死し

生し
や
うを
し
ら
ん
た
め
馬む
ま
を
か
へ
し
敵
陣
に
い
れ
バ
、
正
貞
刃や
い
ばを
ま
じ

へ
敵
數す

人に
ん
と
相あ
ひ
た
ゝ
か
ふ
。
正
成
こ
れ
を
み
鑓や
り
を
も
ち
て
敵
兵
を

突つ
き
し
り
ぞ
け
て
、
敵
の
馬
を
と
り
正
貞
を
乘の
せ
て
ひ
き
し
り
ぞ
く
。

正
貞
此
戰せ

ん
ぢ
や
う

塲
に
を
ひ
て
首し
ゆ
き
ふ級

を
得え

、
郎ら
う
じ
う從

も
ま
た
高か
う
ミ
や
う名す

。

天
正
三
年
、
長な

が
し
の篠

合
戰
の
と
き
、
正
成
が
進し
ん
だ
い退

は
な
ハ
だ
御
こ
ゝ

ろ
に
か
な
ふ
。
退た

い
ぢ
ん陣

の
刻き
ざ
ミし

つ
は
ら
ひ
と
な
り
、
鑓や
り

を
も
つ
て
敵

を
つ
き
首し

ゆ
き
ふ級

を
え
た
り
。

同
四
年
、
武た

け

田た

勝か
つ
よ
り賴
遠ゑ
ん
し
う州
横よ
こ

須す

加か

に
出
し
ゆ
つ

陣ぢ
ん

す
。
こ
の
と
き
正
成
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物も
の
ミ見
の
も
の
と
な
り
て
彼か
の
ち地
に
い
た
る
。
す
で
に
勝か
つ
よ
り賴
引ひ
き
し
り
ぞ

く
刻
、
味
方
の
兵
お
ほ
く
是
と
あ
ひ
た
ゝ
か
ハ
ん
と
す
。
し
か
れ

ど
も
正
成
よ
く
軍ぐ

ん
機き

を
察さ
つ

し
士し

卒そ
つ

を
諫い
さ
めて

た
ゝ
か
は
ざ
ら
し
む
。

大
權
現
こ
れ
を
し
か
り
と
し
給
ふ
。

同
年
、
高た

か
て
ん天
神じ
ん
を
攻せ
む
ると
き
、
正
成
城
中
に
矢や

を
は
な
ち
て
、
お
ほ

く
敵
兵
を
殺こ

ろ
す。
此
と
き
敵
矢
を
を
く
り
て
い
は
く
、
一
箭や

を
射い

て

兩
人
を
こ
ろ
す
、
尋よ

の
つ
ね常

の
射い

て手
に
は
あ
ら
ず
、
と
云
々
。

同
八
年
、
遠ゑ

ん
し
う州

色い
ろ

尾お

合
戰
の
と
き
、
正
成
弓ゆ
ミ

・
鑓や
り

を
も
つ
て
高
か
う
ミ
や
う名

を
得
た
り
。

同
十
二
年
、
長な

が
久く

手て

合
戰
の
と
き
、
正
成
仰
を
う
け
た
ま
は
り
物

見
の
者も

の
と
な
り
て
彼か
の
ち地
に
い
た
り
、
敵て
き
ぐ
ん軍
の
形あ
り
さ
ま勢
を
察さ
つ
し
て
は
せ

か
へ
り
、
言
上
し
て
い
は
く
、
す
み
や
か
に
こ
れ
を
擊う

ち
た
ま
ハ　

か
な
ら
ず
勝せ

う
り利

あ
ら
ん
、
と
な
り
。
し
か
れ
ど
も
味ミ

方か
た

い
ま
だ
き

た
り
あ
つ
ま
る
も
の
お
ほ
か
ら
ず
し
て
、
そ
の
勢せ

い
は
な
ハ
だ
す
く

な
し
。
こ
の
ゆ
へ
に
諸し

よ
へ
い兵
あ
ひ
た
ゝ
か
は
ん
と
せ
ず
。
こ
ゝ
に
を

ひ
て
正
成
す
ゝ
み
た
ゝ
か
は
ん
事
を
し
ば
〳
〵
請こ

ひ

た
て
ま
つ
れ

ば
、
大
權
現
し
か
る
べ
し
と
お
ぼ
し
め
し
、
兵
を
す
ゝ
め
て
大
に

擊う
つ
て
勝せ
う
り利
を
え
給
ふ
。
そ
の
翌よ
く
じ
つ日
、
正
成
を
め
さ
れ
軍ぐ
ん
功こ
う
を
感か
ん
じ

た
ま
ふ
。
御
歸き

陣ぢ
ん
の
後
、
三
州
野の

羽ば

村む
ら
に
を
ひ
て
采さ
い
地ち

七
百
石
を

く
は
へ
た
ま
ふ
。

同
十
八
年
、
小を

だ
ハ
ら

田
原
陣ぢ

ん
に
し
た
が
ひ
奉

た
て
ま
つ
る。

と
き
に
秀ひ

で
吉よ

し
、
織を

た田

信の
ぶ

雄を

を
も
つ
て
大
權
現
に
告つ
げ

、
正
成
に
對た
い
め
ん面

せ
ん
と
の
た
ま
ふ
。

し
か
れ
ど
も
正
成
年と

し
老お
ひ
た
る
ゆ
へ
こ
れ
を
辭じ

し
て
つ
ゐ
に
ま
ミ
え

ず
。

慶
長
七
年
四
月
、
領
地
柏か

し
ま間
村む
ら
に
あ
り
て
病や
ま
ひに
嬰
か
ゝ
る
時
、
か
た
じ
け

な
く
も
台
德
院
殿
よ
り
醫い

し師
久く
じ
も
と

志
本
左さ
き
や
う京

に
命
じ
て
療り
や
う
ぢ治

を
く
ハ

へ
し
め
給
ふ
。
し
か
れ
ど
も
其
疾や

ま
ひつ

ゐ
に
癒い
え

ず
し
て
、
同
月
十
二

日
に
死
す
。
年
七
十
六
。
法
名
善ぜ

ん
そ
う崇

。

内
藤

　
圖
書
助
忠
俊
が
と
き
罪
あ
り
て
家
た
ゆ
。

●
正ま

さ
成な
り甚

一
郎　
四
郎
左
衞
門　
内
藤
甚
五
左
衞
門
某
〔
紀
伊
家

御
附
屬
家
臣
譜
忠
郷
〕
の
二
男
。
母
は
某
氏
。

伯
父
内
藤
彌
次
右
衞
門
某
に
屬
し
三
河
國
上う

へ
野の

城
に
あ
り
。
天
文

（
栢
ヵ
）

三　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
八
百
十
一

十
一
年
十
二
月
上
旬
織
田
彈
正
忠
信
秀
が
斥
候
の
兵
五
騎
城
邊
に

い
た
る
、
城
兵
こ
れ
を
う
た
む
と
す
。
正
成
衆
に
先
だ
ち
鎗
下
の

高
名
を
得
た
り
〔
時
に
十
六
歳
〕。
二
十
四
日
の
夜
尾
張
の
軍
勢

不
意
に
襲
ひ
來
り
、
す
で
に
二
丸
に
せ
め
入
、
と
き
に
正
成
弓
を

と
り
、
百
指
の
土
俵
靱
を
つ
け
、
は
し
り
出
て
こ
れ
を
射
る
。
故

に
敵
城
中
に
引
し
り
ぞ
く
。
正
成
勝
に
の
り
て
散
々
に
射
る
。
矢

旣
に
盡
む
と
す
る
時
か
た
は
ら
に
童
あ
り
。
正
成
彼
に
告
て
汝
い

そ
ぎ
矢
を
と
り
來
る
べ
し
と
い
ふ
。
童
は
し
り
行
て
矢
を
抱
き
來

る
。
こ
れ
を
と
り
て
犹
敵
を
射
る
。
た
め
に
死
傷
す
る
も
の
二
百

餘
人
に
し
て
大
捷
を
得
る
こ
と
正
成
が
善
射
に
よ
る
。
二
十
五
日

廣
忠
卿
こ
の
こ
と
を
き
こ
し
め
さ
れ
、
そ
の
軍
功
を
感
じ
た
ま
ひ

め
さ
れ
て
御
家
人
に
列
し
、
三
河
國
幡は

づ豆
郡
の
内
に
を
い
て
采
地

を
た
ま
ひ
、
伯
父
彌
次
右
衞
門
某
も
ま
た
其
功
を
賞
し
て
七
所
拵

の
刀
を
あ
た
ふ
。
こ
の
年
ま
た
織
田
の
兵
三
河
國
安
城
城
に
あ
り

て
上
野
城
を
襲
ひ
、
部
將
陣
頭
に
す
ゝ
み
諸
卒
を
下
知
し
て
き
そ

ひ
來
る
。
城
中
よ
り
突
て
出
相
戰
ふ
。
正
成
先
が
け
し
て
彼
部
將

と
鎗
を
あ
は
せ
、
そ
の
首
級
を
得
た
り
。
敵
兵
こ
れ
が
た
め
に
敗

走
す
。
弘
治
三
年
三
河
國
刈
屋
合
戰
の
と
き
も
正
成
鎗
を
と
り
て

敵
を
突
、
首
級
を
得
、
或
は
弓
を
も
つ
て
敵
若
干
を
射
殺
す
。
永

祿
元
年
東
照
宮
尾
張
國
大
高
城
に
兵
粮
を
入
さ
せ
た
ま
ふ
の
と
き

し
た
が
ひ
た
て
ま
つ
り
、
六
年
三
河
國
一
向
專
修
の
門
徒
一
揆
の

と
き
、
其
徒
五
人
野
寺
よ
り
い
で
ゝ
針
崎
に
を
い
て
正
成
を
討
む

と
す
。
正
成
こ
れ
を
討
退
く
と
き
に
賊
長
矢
田
作
十
郎
某
は
せ
來

り
、
其
敗
兵
に
む
か
ひ
、
敵
は
僅
に
一
人
、
味
方
は
五
人
な
り
何

ぞ
こ
れ
を
う
つ
事
を
得
ざ
る
や
と
罵
る
。
正
成
こ
れ
を
聞
て
矢
田

に
む
か
ひ
戰
を
接
む
と
す
。
し
か
れ
ど
も
矢
田
こ
れ
を
避
て
引
退

く
。
正
成
が
い
は
く
、
汝
さ
き
に
味
方
の
士
五
人
を
罵
り
、
今
速

に
逃
去
、
何
ぞ
其
言
の
た
が
ふ
事
か
く
の
如
き
や
と
。
矢
田
か
へ

り
見
て
我
汝
に
む
か
ひ
何
ぞ
死
を
輕
む
ぜ
ん
や
と
い
ひ
て
去
。
の

ち
矢
田
人
に
か
た
り
て
我
若
正
成
と
戰
を
接
へ
ば
、
か
な
ら
ず
彼

が
た
め
に
討
れ
な
む
と
い
ふ
。
其
驍
勇
こ
れ
を
も
つ
て
し
る
。
七

年
賊
徒
大
久
保
黨
が
こ
も
れ
る
上
和
田
を
攻
る
に
よ
り
、
正
月

十
一
日
東
照
宮
御
出
馬
あ
り
て
こ
れ
を
助
け
た
ま
ふ
。
こ
の
と
き

賊
徒
石
川
十
郎
左
衞
門
某
及
び
渡
邊
源
五
左
衞
門
高
綱
そ
の
男
半

藏
守
綱
等
御
前
に
近
く
す
ゝ
み
來
る
。
正
成
が
い
は
く
、
石
川
は

我
舅を

ぢ
な
り
、
然
れ
ど
も
今
日
の
事
は
君
の
事
な
れ
ば
豈
私
の
好
み

を
顧
む
や
と
て
、
そ
の
兩
膝
を
射
る
。
退
て
死
す
。
又
渡
邊
高
綱

を
も
射
殺
が
ゆ
へ
に
賊
徒
大
に
敗
走
す
。
東
照
宮
こ
れ
を
感
美
し
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給
ふ
。
石
川
數
正
御
傍
に
あ
り
て
言
上
せ
る
は
、
正
成
し
ば
〳
〵

軍
忠
を
は
げ
ま
す
こ
と
他
に
異
な
り
、
わ
す
れ
さ
せ
た
ま
ふ
事
な

か
れ
と
な
り
。
こ
の
年
三
河
國
牛
窪
の
合
戰
に
、
今
川
氏
眞
が
臣

牧
野
右
馬
允
成
定
小こ

さ
か
ゐ
坂
井
に
出
張
し
、
御ご

ゆ油
と
刧こ
ふ
村む
ら
の
間
に
を
い

て
御
味
方
の
兵
を
か
こ
む
。
時
に
正
成
後
殿
と
な
り
て
追
來
る
敵

を
射
る
。
そ
の
矢
鞍
の
前
輪
よ
り
後
輪
に
貫
く
。
敵
兵
恐
怖
し
て

退
く
。
こ
の
年
ま
た
御
油
の
城
を
攻
た
ま
ふ
の
と
き
、
城
の
男
女

と
も
に
櫓
に
登
り
て
鯨
波
を
揚
、
味
方
の
兵
多
く
こ
れ
を
射
れ
ど

も
其
間
遠
く
し
て
及
ば
ず
。時
に
正
成
を
召
て
命
ぜ
ら
れ
し
か
ば
、

正
成
や
が
て
三
矢
を
は
な
ち
て
二
矢
櫓
の
う
ち
に
入
、
敵
兵
恐
れ

て
櫓
よ
り
下
る
。
其
矢
に
姓
名
を
記
せ
し
か
ば
、
敵
そ
の
矢
を
送

り
、
又
矢
文
を
添
て
今
し
ば
ら
く
た
が
ひ
に
矢
止
を
す
べ
し
。
こ

の
兵
に
ふ
た
ゝ
び
一
矢
を
は
な
た
し
め
よ
と
書
す
。
東
照
宮
御

覽
あ
り
て
、
こ
れ
敵
の
謀
な
り
必
射
る
こ
と
な
か
れ
と
制
し
た
ま

ふ
。正
成
勇
敢
忍
ぶ
に
堪
ず
し
て
す
ゝ
み
出
矢
を
は
な
た
む
と
す
。

と
き
に
敵
兵
楯
を
持
て
道
の
か
た
は
ら
に
伏
、
正
成
が
す
ゝ
む
を

ま
ち
て
こ
れ
を
突
む
と
す
。
正
成
矢
を
は
な
ち
楯
を
と
を
し
て
か

の
兵
を
射
殺
す
。
兩
軍
相
と
も
に
こ
れ
を
褒
美
す
。
十
二
年
正
月

二
十
三
日
朝
比
奈
備
中
守
泰
能
が
こ
も
れ
る
遠
江
國
掛
川
の
城
を

せ
め
た
ま
ふ
の
と
き
、し
た
が
ひ
た
て
ま
つ
り
首
數
級
を
得
た
り
。

元
龜
元
年
織
田
右
府
越
前
に
發
向
し
、
朝
倉
が
金

か
ね
が
さ
き崎

城
を
せ
む
。

こ
れ
に
よ
り
東
照
宮
援
兵
と
し
て
御
出
陣
あ
り
。
こ
の
所
に
を
い

て
正
成
が
進
退
御
旨
に
か
な
ふ
。
す
で
に
退
陣
の
と
き
若
狹
近
江

の
一
揆
等
道
を
遮
る
。
正
成
後
殿
と
な
り
て
矢
六
本
を
は
な
ち
、

敵
六
人
を
射
殺
し
、
御
感
を
か
う
ぶ
る
。
六
月
姉
川
の
役
に
は
或

は
鎗
を
あ
は
せ
、
或
は
弓
を
と
り
て
戰
功
多
し
、
三
年
三
方
原
の

合
戰
に
正
成
奮
戰
し
て
御
麾
下
を
離
る
ゝ
こ
と
す
で
に
遠
し
。
こ

の
と
き
御
味
方
の
先
鋒
敗
せ
む
と
す
。
正
成
馬
を
は
せ
て
御
麾
下

に
い
た
る
。
御
馬
に
し
た
が
ふ
も
の
わ
づ
か
に
七
八
騎
な
り
。
正

成
い
さ
め
た
て
ま
つ
り
て
後
殿
し
て
引
退
く
。
と
き
に
男
正
貞
敵

陣
に
あ
り
て
味
方
の
し
り
ぞ
く
を
し
ら
ず
、
正
成
そ
の
死
生
を
し

ら
ん
が
た
め
馬
を
か
へ
し
敵
陣
に
入
。
正
貞
が
數
人
と
血
戰
す
る

を
見
て
か
た
は
ら
よ
り
鎗
を
揮
て
敵
を
突
の
け
、
そ
の
馬
を
う
ば

ひ
と
り
、
正
貞
を
棄
て
引
退
く
。
天
正
三
年
長
篠
合
戰
の
と
き
も

首
級
を
得
た
り
。
四
年
武
田
勝
賴
兵
を
遠
江
國
に
出
す
の
よ
し

き
こ
し
め
さ
れ
、
横
須
賀
に
御
出
陣
あ
り
。
正
成
斥
候
と
な
り
て

か
の
地
に
い
た
る
。
す
で
に
勝
賴
引
退
く
の
と
き
御
麾
下
の
兵
出

て
戰
は
む
と
す
。
正
成
よ
く
軍
機
を
察
し
て
こ
れ
を
と
ゞ
む
。
ま

た
高
天
神
の
城
攻
に
正
成
矢
を
は
な
ち
て
お
ほ
く
城
中
の
兵
を
殺

す
。
こ
の
と
き
敵
矢
を
を
く
り
て
い
は
く
、
一
發
に
し
て
二
人
を

殪
す
者
尋
常
の
射
手
に
あ
ら
ず
と
賞
す
。
八
年
遠
江
國
色い

ろ
尾お

合
戰

の
と
き
も
弓
鎗
を
と
り
て
高
名
を
得
た
り
。
十
二
年
長
久
手
の
役

に
正
成
高
木
主
水
助
清
秀
と
ゝ
も
に
井
伊
直
政
に
副
て
先
鋒
と
な

り
、
清
秀
と
お
な
じ
く
仰
を
う
け
た
ま
は
り
て
敵
軍
の
形
勢
を
察

し
、
は
せ
來
り
て
言
上
し
け
る
は
、
敵
軍
半
は
や
ぶ
れ
、
半
は
い

ま
だ
戰
は
ず
。
前
後
離
散
す
。
そ
の
ひ
ま
を
う
か
ゞ
ひ
、
こ
れ
を

討
ば
か
な
ら
ず
利
あ
ら
む
と
。
爰
に
を
い
て
俄
に
御
旗
を
す
ゝ
め

ら
れ
、
大
に
擊
て
敵
陣
を
敗
る
。
味
方
凱
歌
を
唱
へ
て
首
級
を
實

撿
に
備
ふ
。
時
に
清
秀
と
ゝ
も
に
言
上
せ
し
は
、
秀
吉
性
勇
武
な

り
、
こ
の
敗
を
聞
ば
か
な
ら
ず
來
り
戰
ふ
べ
し
、
今
味
方
の
士
こ

と　
　
く
倦
疲
る
、
强
て
戰
は
ゞ
、
か
な
ら
ず
敗
れ
む
、
し
ば
ら

く
士
卒
を
休
め
た
ま
ふ
べ
き
な
り
。
こ
の
こ
と
御
許
容
あ
り
て
軍

を
か
へ
し
て
小を

幡ば
た

城
に
入
せ
た
ま
ふ
。
御
歸
陣
の
後
三
河
國
幡は

づ豆

郡
に
を
い
て
七
百
石
を
加
へ
た
ま
ふ
。
十
八
年
小
田
原
陣
の
と
き

も
し
た
が
ひ
た
て
ま
つ
る
。
豐
臣
太
閤
正
成
に
對
面
あ
る
べ
き
む

ね
き
こ
え
け
れ
ど
も
、
老
年
た
る
を
も
つ
て
こ
れ
を
辭
し
、
終
に

ま
み
え
ず
、
正
成
か
つ
て
御
家
人
の
う
ち
に
を
い
て
點
の
か
ゝ
り

し
覺
の
人
と
稱
せ
ら
る
。
こ
れ
そ
の
こ
ろ
織
田
右
府
列
國
の
兵
士

の
姓
名
を
集
書
し
、
武
功
あ
る
も
の
は
こ
れ
に
墨
點
を
加
ふ
。
正

成
も
其
列
た
る
に
よ
れ
り
。
こ
の
年
東
照
宮
關
東
に
う
つ
ら
せ
た

ま
ふ
の
ゝ
ち
、
武
藏
國
埼さ

い
た
ま玉
郡
に
を
い
て
五
千
石
の
采
地
を
た
ま

ふ
。
慶
長
七
年
四
月
采
地
栢か

し
ま間
村（
か
や
ま
ヵ
）
に
あ
り
て
病
に
罹
る
の
時
、
台

德
院
殿
よ
り
侍
醫
久
志
本
左
京
亮
常
衡
を
下
さ
れ
て
療
治
を
加
へ

し
め
た
ま
ふ
。
十
二
日
死
す
。
年
七
十
六
。
法
名
善
崇
。
妻
は
牧

野
讃
岐
守
康
成
が
女
。

〳
〵
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央公論社）

1985　　斎木一馬・林亮勝・橋本政宣校訂『寛永諸家系図伝』第 8（続群書類従完成会）

1985　　堀和久「内藤正成」（『歴史と旅』第 12巻第 7号所収）

1988　　桑田忠親ほか『川中島合戦図　長篠合戦図』普及版　戦国合戦絵屛風集成第 1巻（中
央公論社）

1993　　埼玉県立文書館『大熊（正）家文書目録』埼玉県立文書館収蔵文書目録第 32集

1995　　奥出賢治「家康と徳川十六将図の謎を追う」（『歴史読本』第 40巻第 21号所収）

1995　　須藤茂樹「「戦国集合武将図」の世界」（同上）

1995　　中村整史朗「内藤正成」（同上）

1996　　蘆田伊人校訂『新編武蔵風土記稿』第 10巻　大日本地誌体系⑯（雄山閣）

1999　　林亮勝・坂本正仁校訂『干城録』第 7（人間舎）

2002　　平野明夫『三河　松平一族』（新人物往来社）

2003　　藤本正行『信長の戦争　『信長公記』に見る戦国軍事学』（講談社）

2006　　菖蒲町教育委員会『菖蒲町の歴史と文化財　通史編』

2012　　久喜市教育委員会『久喜市指定文化財「旗本内藤家歴代の墓所（宝篋印塔ほか）」・「善
宗寺嘉永三年銘宝篋印塔及び宝塔記碑」調査報告書』久喜市文化財調査報告書第 1
集

2016　　笠谷和比古『徳川家康―われ一人腹を切て、万民を助くべし―』（ミネルヴァ書房）

2016　　菊地浩之『徳川家臣団の謎』（KADOKAWA）

内藤氏略系図

表紙

「小牧長久手合戦図屏風」に描かれた「内藤四郎左衛門正成」（犬山城白帝文庫蔵・提供）
　馬上の内藤正成を家来たちが取り囲んでいる。幟には、内藤家の家紋「下がり藤」が
描かれている。全体写真は13頁参照。

裏表紙

「徳川十六神将図」に描かれた「内藤四郎左衛門正成」（個人蔵）
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発行日　　平成30年 3月30日
監修者　　吉岡　孝（よしおか　たかし）
編　集　　久喜市教育委員会文化財保護課
発　行　　久喜市教育委員会
　　　　　〒346－0033　久喜市下清久500－1
印　刷　　有限会社イノウ印刷
　　　　　〒346－0005　久喜市本町2－2－21

藤原秀郷

右京進（義清）

弥次右衛門（清長）

家長

政長

【磐城平藩主・延岡藩主など】

信成

【村上藩主など】

甚五左衛門（忠郷）

甚五左衛門（善皎）

【紀州藩士】

①正成

正貞

④正重

⑤正吉

⑥正信

⑦正芳

⑧正興

⑨正雄

⑩正範

⑪正博

⑫正迪

⑬正當

⑭正従

②正成（浄安）

③忠俊

忠政

清成

【高遠藩主など】

忠重

【鳥羽藩主など】 正次

○に数字は 20頁の記述に対応
　は養子

市指定史跡・旗本内藤家歴代の墓所（宝篋印塔ほか）　配置図
（久喜市菖蒲町下栢間　善宗寺）

14 頁・19 頁・20 頁の写真等参照。

①正成
①正成
の妻

正貞
正貞
の妻

④正重
④正重
の妻

④正重
の子

⑤正吉
の妻

⑥正信⑤正吉⑦正芳⑧正興⑨正雄

⑩正範 ⑪正博 ⑫正迪 ⑪正博の
後々妻

⑬正當
の妻

⑪正博
の後妻

⑩正範
の妻

⑩正範
の後妻

灯籠

灯籠

クスノキ ⑪正博
の妻
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Naito Masanari

監修　國學院大學教授　吉岡　孝
Yoshioka　Takashi
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菖蒲総合支所

卍

　鎮守の森公園
（駐車場あり）

　県指定史跡
天王山塚古墳

卍正法院

栢間陣屋の門
（菖蒲城趾あやめ園）

栢間陣屋跡（栢間小学校）

善宗寺
　市指定史跡
　旗本内藤家歴代の墓所（宝篋印塔ほか）
　市指定文化財
　善宗寺嘉永三年銘宝篋印塔及び宝塔記碑

菖蒲総合支所前
下栢間

県道川越栗橋線

神明神社




