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斎
藤
道
三
や
織
田
信
長
が
居
城
と
し
た
岐
阜
城（
井
口
城
）の
麓
に
位
置
す
る

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
は
、常
設
展
示
で
戦
国
時
代
を
ひ
と
つ
の
柱
に
す
え
、資

料
収
集
に
お
い
て
も
、戦
国
時
代
の
戦
い
を
描
い
た
屏
風
・
絵
巻
・
錦
絵
等
を
収

集
し
て
き
ま
し
た
。そ
れ
ら
の
作
品
は
必
ず
し
も
戦
国
合
戦
の
あ
り
さ
ま
を
リ

ア
ル
に
伝
え
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
描
か
れ
た
時
代

に
、戦
国
時
代
の
戦
い
が
歴
史
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、伝
え
ら
れ
よ
う

と
し
て
き
た
の
か
、歴
史
ロ
マ
ン
と
し
て
ど
の
よ
う
に
楽
し
ま
れ
て
き
た
の
か
を
探

る
う
え
で
興
味
深
い
作
品
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。

今
回
紹
介
す
る
作
品
は
特
別
展
示
や
常
設
展
示
で
た
び
た
び
陳
列
し
て
き
ま

し
た
し
、展
覧
会
図
録
で
掲
載
し
た
こ
と
の
あ
る
作
品
で
す
。し
か
し
、今
ま
で

は
漠
然
と
歴
史
事
象
と
し
て
の
合
戦
を
示
す
資
料
と
し
て
用
い
た
だ
け
で
し

た
。そ
こ
で
、今
回
は
で
き
る
だ
け
デ
ィ
テ
ー
ル
を
紹
介
し
、そ
こ
に
描
か
れ
て
い

る
画
題
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、そ
こ
か
ら
発
展
し
て
絵
画
資
料
か
ら
な
に
が

導
き
だ
せ
る
か
を
考
え
な
が
ら
編
集
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。こ
の
図
録
を
通

じ
て
、戦
国
時
代
に
想
い
を
は
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、戦
国
合
戦
図
屏
風
の
新

た
な
魅
力
を
見
出
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。平

成
二
十
年
三
月        　

 

岐
阜
市
歴
史
博
物
館

あ
い
さ
つ

一　

当
図
録
は
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
戦
国
合
戦
図
屏
風
と
紙
本
淡
彩

関
ヶ
原
合
戦
図
絵
巻
の
全
容
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

当
館
は
こ
の
他
に
絹
本
著
色
関
ヶ
原
合
戦
図
絵
巻
を
所
蔵
し
て
い
る
が
、そ
れ
に
つ
い

て
は
飯
田
真（
当
時 

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
学
芸
員
）が『
研
究
紀
要
４
』一
九
九
〇

で
紹
介
し
、全
場
面
を
掲
載
し
た『
復
刻　

関
ヶ
原
合
戦
図
絵
巻
』郷
土
出
版
社 

二
〇
〇
〇 

が
す
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
で
、今
回
は
掲
載
し
な
か
っ
た
。

一　

編
集
執
筆
は
土
山
公
仁
が
担
当
し
た
。

凡　

例

あ
い
さ
つ
・
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例
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屏
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戦
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風

関
ヶ
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戦
図
絵
巻（
紙
本
淡
彩
）

岐
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仁
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付
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合
戦
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
記
憶
が
残
っ
て
い
る
時
期
に
制
作

さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
も
の
を
初
期
戦
国
合
戦
図
屏
風
と

よ
び
た
い
。『
津
軽
家
本
関
ヶ
原
合
戦
図
屏
風
』（
大
阪
歴
史

博
物
館
蔵
）・『
黒
田
家
本
大
坂
夏
の
陣
図
屏
風
』（
大
阪
城

天
守
閣
蔵
）が
そ
の
双
璧
で
あ
る
。そ
れ
ぞ
れ
徳
川
家
・
黒
田

家
が
直
接
制
作
に
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、そ
れ
ぞ

れ
の
家
に
と
っ
て
記
念
碑
と
な
っ
た
合
戦
を
当
事
者
の
記
憶
が

な
ま
な
ま
し
い
時
代
に
描
か
せ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
長

篠
合
戦
図
屏
風
』（
名
古
屋
市
博
物
館
本
）の
制
作
経
緯
は

不
明
で
あ
る
が
、比
較
的
早
い
時
期
の
成
立
で
あ
る
。

初
期
戦
国
合
戦
図
屏
風
は
歴
史
事
象
と
し
て
の
戦
い
を
絵

画
化
し
て
伝
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、そ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
も

風
俗
図
と
し
て
充
分
研
究
の
対
象
に
な
り
え
る
。

『
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本 

賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風
』も
、初
期

合
戦
図
屏
風
の
中
に
加
え
て
よ
い
作
品
だ
。論
証
は
本
図
録

に
掲
載
し
た「
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本 

賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏

風
に
つ
い
て
」に
譲
る
が
、単
な
る
文
学
作
品
の
再
構
成
で
な

く
、な
ん
ら
か
の
意
図
で
歴
史
を
伝
え
る
べ
く
制
作
さ
れ
た
作

品
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

初初
期
戦
国
合
戦
図
屏
風

〜
歴
史
を
伝
え
る
試
み
〜

〜
歴
史
を
伝
え
る
試
み
〜
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▲１－２　賤ヶ岳合戦図屏風　（左隻）

▲１－１　賤ヶ岳合戦図屏風　（右隻）

天
正
十
一
年（
一
五
八
三
）、羽
柴
秀
吉
が
、近
江
国
伊
香
郡
の

賤
ヶ
岳
附
近
で
柴
田
勝
家
を
や
ぶ
り
、本
能
寺
の
変
後
の
政

治
的
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
戦
い
で
あ
る
。

本
能
寺
の
変
後
、清
須
会
議
で
織
田
信
長
の
後
継
者
を
三
法

師（
秀
信
）と
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
も
の
の
、主
導
権
を
め

ぐ
っ
て
信
長
家
臣
団
は
実
質
的
に
崩
壊
し
、三
月
に
な
る
と

越
前
の
柴
田
勝
家
が
近
江
に
出
兵
し
た
。そ
れ
に
対
抗
し
、秀

吉
も
近
江
木
ノ
本
に
着
陣
し
、双
方
に
ら
み
合
い
が
続
い
た
。

四
月
に
入
っ
て
岐
阜
城
の
織
田
信
孝
が
再
挙
兵
す
る
と
、秀

吉
は
主
力
を
美
濃
へ
転
じ
た
。守
備
が
薄
く
な
っ
た
の
を
見
計

ら
い
、勝
家
が
佐
久
間
盛
政
に
中
川
清
秀
の
守
る
大
岩
山
砦
・

高
山
右
近
の
岩
崎
山
砦
へ
の
攻
撃
を
命
じ
た
の
は
四
月
十
九

日
で
あ
る
。二
十
日
、盛
政
は
大
岩
山
砦
・
岩
崎
山
砦
を
占
拠

し
、勝
家
の
命
に
反
し
て
撤
退
を
拒
否
し
た
。一
方
、柴
田
方
の

動
き
を
知
っ
た
秀
吉
は
大
垣
城
か
ら
直
ち
に
軍
を
返
し
、五
二

km
を
わ
ず
か
七
時
間
で
駆
け
抜
け
た
。秀
吉
の
大
軍
に
驚
い
た

佐
久
間
盛
政
は
同
深
夜
に
撤
退
を
開
始
し
た
が
、翌
朝
未

明
、秀
吉
の
大
軍
に
強
襲
さ
れ
て
し
ま
う
。こ
の
時
、活
躍
し

た
秀
吉
子
飼
い
の
武
将
た
ち
が
賤
ヶ
岳
七
本
槍
と
呼
ば
れ
て

い
る
。

賤
ヶ
岳
の
戦
い

初
期
戦
国
合
戦
図
屏
風

〜
歴
史
を
伝
え
る
試
み
〜
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▼１－５　攻撃に転じる羽柴方（右隻２～３扇）

四
月
二
十
日
、賤
ヶ
岳
砦
に
は
桑
山
重
晴
が
布
陣
し
て
い
た

が
、柴
田
方
の
大
岩
山
砦
・
岩
崎
山
砦
へ
の
急
襲
を
知
り
、一
時

退
城
し
た
。そ
の
後
丹
羽
長
秀
が
琵
琶
湖
か
ら
上
陸
入
城
し
、

重
晴
に
帰
城
を
う
な
が
し
て
い
る
。

二
十
日
、午
後
二
時
頃
、柴
田
方
の
動
き
を
知
っ
た
秀
吉
は
大

垣
か
ら
反
転
を
開
始
し
、そ
の
夜
の
う
ち
に
賤
ヶ
岳
に
着
陣
し

た
。佐
久
間
盛
政
は
月
明
か
り
を
た
よ
り
に
大
岩
山
か
ら
の

撤
退
を
開
始
す
る
。そ
の
動
き
を
待
っ
て
、秀
吉
は
総
攻
撃
を

命
じ
た
の
で
あ
る
。

賤
ヶ
岳
砦
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▼１－３　賤ヶ岳砦（右隻１～２扇）

▲１－４　賤ヶ岳砦部分（右隻１～２扇）
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▲１－6　琵琶湖畔を撤退する柴田勢の殿（しんがり）と追撃する秀吉勢　（右隻一～二扇）

賤
ヶ
岳
七
本
槍
の
活
躍

こ
の
戦
い
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
い
う
べ
き
七
本
槍
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。

四
月
二
一
日
、佐
久
間
盛
政
の
弟
で
勝
家
の
養
子
に
な
っ
て
い
た
柴

田
勝
安
は
賤
ヶ
岳
か
ら
峰
続
き
の
堀
切
を
南
に
向
か
っ
て
陣
し
、佐

久
間
盛
政
の
撤
退
を
助
け
た
。続
い
て
勝
安
が
撤
兵
す
る
段
に
な

り
、秀
吉
は
小
姓
た
ち
に
追
撃
に
加
わ
る
こ
と
を
命
じ
た
。こ
の

時
、活
躍
し
た
秀
吉
の
小
姓
た
ち
が
後
に
賤
ヶ
岳
七
本
槍
と
よ
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
。な
お
、七
本
槍
の
顔
ぶ
れ
は
諸
本
に
よ
っ
て
微

妙
に
異
っ
て
い
る
。

貼
札
を
信
用
す
れ
ば
、こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
秀
吉
方
の
七
本
槍

は
加
藤
清
正
、加
藤
嘉
明
、福
島
正
則
、脇
坂
安
治
、糟
野
武
則
、

平
野
長
泰
、片
桐
且
元
で
、対
す
る
柴
田
方
は　

拝
郷
五
左
衛

門
・
浅
井
吉
兵
衛
・
山
路
将
監
・
宿
屋
七
左
衛
門
・
安
彦
弥
五
右
衛

門
・
小
原
新
七
・
水
野
助
三
で
あ
る
。こ
の
構
成
は
小
瀬
甫
庵『
太

閤
記
』の
記
述
と一
致
し
て
い
る
。

▼１－7　追撃する秀吉勢（右隻一扇）▼１－8　撤退する柴田勢の殿（右隻三扇）
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▲１－9　賤ヶ岳七本槍の活躍（右隻三～四扇）
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▲１－10　柴田勝安本陣（右隻五扇）

◀１－11　柴田勝安の陣営（右隻四～五扇）

堀
切
を
越
え
て
追
撃
す
る
秀
吉
勢
と
対
峙
す
る
丘
の
上
に
、

白
の
陣
羽
織
を
羽
織
り
金
の
軍
配
団
扇
を
持
っ
て
床
几
に
坐

し
て
い
る
の
が
柴
田
勝
安
で
あ
る
。右
扇
に
描
か
れ
た
特
定
可

能
な
人
物
像
と
し
て
は
、も
っ
と
も
印
象
的
な
位
置
に
描
か
れ

て
い
る
。勝
安
は
当
時
越
前
勝
山
城
主
、武
勇
に
優
れ
勝
家

か
ら
重
用
さ
れ
て
い
た
が
、賤
ヶ
岳
合
戦
の
混
戦
の
中
で
討
ち

死
し
て
し
ま
っ
た
。

な
お
、『
甫
庵
太
閤
記
』な
ど
は
こ
の
人
物
を
柴
田
三
左
衛
門

尉
と
記
す
だ
け
で
あ
る
。実
名
は
勝
政
と
考
え
ら
れ
て
き
た

が
、近
年
の
研
究
で
勝
政
と
勝
安
は
別
人
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。（『
勝
山
市
史 

二
』勝
山
市 

二
〇
〇
六
）

柴
田
勝
安
の
陣

8



▲１－12　琵琶湖を敗走する柴田勢　（右隻四～五扇）
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▼１－13　岩崎山砦の攻防（右隻三～五扇）

琵
琶
湖
側
か
ら
賤
ヶ
岳
方
面
を
望

む
と
、向
か
っ
て
右
か
ら
賤
ヶ
岳
、大

岩
山
、岩
崎
山
の
順
に
展
望
す
る

こ
と
が
で
き
る
が
、こ
の
屏
風
で
は
、

中
央
に
岩
崎
山
、左
端
に
大
岩
山

が
描
か
れ
て
い
る
。岩
崎
山
砦
は
キ

リ
シ
タ
ン
大
名
と
し
て
著
名
な
高

山
右
近
が
守
備
し
て
い
た
。甫
庵

『
太
閤
記
』に
は
、岩
崎
山
砦
の
攻

防
に
つ
い
て
は
詳
述
さ
れ
て
い
な

い
。竹
中
重
門
の『
豊
鑑
』に
よ
れ

ば
、柴
田
勢
に
か
な
わ
な
い
と
み
て

羽
柴
秀
長
陣
へ
撤
退
し
た
と
い
う
。

岩
崎
山
砦
の
攻
防
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▲１－14　撤兵する高山勢と追撃する柴田勢（右隻四～五扇）

11



賤
ヶ
岳
合
戦
、前
半
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
摂

津
茨
城
城
主
中
川
清
秀
の
守
る
大
岩

山
砦
を
柴
田
勢
が
攻
め
落
し
、清
秀
を

討
ち
取
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

四
月
二
十
日
早
朝
、佐
久
間
盛
政
の
率

い
る
柴
田
勢
は
、不
破
彦
三
、徳
山
五

兵
衛
、佐
久
間
久
衛
門
を
先
陣
と
し

て
、余
呉
湖
側
へ
ま
わ
り
こ
み
、秀
吉
方

の
守
る
大
岩
山
砦
・
岩
崎
山
砦
を
急
襲

し
た
。図
左
端
、三
引
両
赤
の
吹
流
の

す
ぐ
右
で
金
の
軍
配
団
扇
と
采
配
を

も
つ
人
物
が
佐
久
間
盛
政
で
あ
る
。砦

を
右
側
か
ら
攻
め
る
日
の
丸
の
旗
印
は

徳
山
勢
、日
の
丸
扇
の
馬
印
の
近
く
に

五
兵
衛
が
い
る
は
ず
で
あ
る
が
当
人
は

描
か
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

大
岩
山
砦
を

　
　

攻
め
る
柴
田
勢
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▲１－15　大岩山砦の攻防（右隻四～五扇）
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▲１－16　秀吉方の砦の間を敗走する柴田勢（左隻一～二扇）

柴
田
勝
安
の
討
死
に
よ
っ
て
壊
滅
し
た
勝
安
勢
は
、秀
吉
方
の

木
村
隼
人
佐
の
守
る
神
明
山
と
堀
秀
政
の
守
る
東
野
山
砦

の
間
を
敗
走
し
て
い
く
。琵
琶
湖
岸
を
敗
走
す
る
の
は
佐
久

間
盛
政
の
軍
勢
で
あ
る
。そ
の
後
方
に
佐
久
間
久
右
衛
門
や

原
彦
次
郎
の
名
が
貼
札
に
あ
る
が
特
定
で
き
な
い
。

敗
走
す
る
柴
田
勢
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▲１－17　敗走する佐久間盛政（左隻二～三扇）

▲１－18　敗走する柴田勢（左隻一～二扇）
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▲１－19　茂山に陣する前田勢（左隻第三扇）
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▲１－20　林谷山砦（左隻六扇）

鍾
馗
に
金
軍
配
団
扇
の
馬
印
、そ
の
周
辺
に
は
梅
鉢
文
の

旗
が
な
び
き
、茂
山
に
陣
し
た
前
田
利
家
の
陣
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
が
、利
家
は
描
か
れ
て
い
な
い
。利
家
が
二
千

余
の
軍
勢
を
二
段
に
備
え
た
と
い
う
記
述
は
、甫
庵『
太

閤
記
』に
よ
る
。

体
勢
を
整
え
た
佐
久
間
盛
政
が
秀
吉
方
と
激
戦
を
く
り

ひ
ろ
げ
て
い
る
最
中
、前
田
勢
は
突
然
退
却
を
は
じ
め
、柴

田
方
総
崩
れ
の
直
接
的
原
因
を
作
っ
た
。『
川
角
太
閤

記
』で
は
、秀
吉
と
利
家
の
間
で
、利
家
が
直
接
戦
闘
に
加

わ
ら
な
い
と
い
う
密
約
が
あ
っ
た
と
い
う
。

利
家
と
勝
家
の
関
係
は
、天
正
三
年（
一
五
七
五
）勝
家
が

信
長
か
ら
越
前
の
支
配
を
委
ね
ら
れ
た
際
、不
破
光
治
・

佐
々
成
政
と
と
も
に
柴
田
目
付
と
さ
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま

り
、直
接
的
な
主
従
関
係
は
な
い
。敗
北
し
て
北
ノ
庄
城
へ

逃
れ
る
途
中
、勝
家
は
越
前
・
府
中
城
の
利
家
の
も
と
に

立
ち
寄
り
、労
を
ね
ぎ
ら
っ
て
い
る
。

茂
山
に
陣
す
る

　
　
　
　

前
田
勢

17



賤
ヶ
岳
合
戦
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
は
毛
受
勝
助
の
戦
死

で
あ
る
。佐
久
間
勢
の
総
崩
れ
を
う
け
て
、七
千

余
騎
の
勝
家
本
陣
に
も
動
揺
が
走
り
、半
数
以

上
が
逃
亡
し
て
し
ま
う
。そ
の
状
況
の
中
で
勝
家

は
最
期
の
戦
い
を
挑
も
う
と
し
た
が
、そ
れ
を
押

し
と
ど
め
た
の
が
毛
受
勝
助
で
あ
っ
た
。勝
助
は

勝
家
に
名
も
知
れ
ぬ
者
の
手
に
か
か
る
の
で
は
な

く
、北
庄
で
心
静
か
に
自
害
す
る
こ
と
を
す
す

め
、金
の
御
幣
の
馬
印
を
受
け
取
っ
た
。勝
助
は

原
彦
次
郎
が
在
陣
し
て
い
た
林
谷
山
の
空
砦（
1

－

2
0
）に
入
り
態
勢
を
と
と
の
え
、秀
吉
勢
を

迎
撃
し
、勝
家
が
逃
走
す
る
時
間
を
か
せ
い
だ

後
、兄
茂
左
衛
門
と
と
も
に
羽
柴
勢
に
突
入
し

討
死
し
た
。

毛
受
勝
助
の
討
死

18



１－21　羽柴勢と戦う毛受勝介勢　（左隻三～五扇）

▼１－22　毛受勝助の陣　（左隻五扇）
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十
七
世
紀
の
中
〜
後
葉
に
制
作
さ
れ
た
戦
国
合
戦
図
屏
風

を
前
期
戦
国
合
戦
図
屏
風
と
よ
び
た
い
。『
長
篠
合
戦
図
屏

風
』（
成
瀬
家
本
）『
小
牧
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
』（
成
瀬
家

本
）、『
川
中
島
合
戦
図
屏
風
』（
和
歌
山
県
立
博
物
館
蔵
）

な
ど
を
代
表
と
し
て
あ
げ
て
お
こ
う
。対
象
と
な
る
合
戦
に
つ

い
て
の
直
接
的
な
追
憶
は
す
で
に
な
く
、そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
確
立
や
軍
学
研
究
の
た
め
、『
家
伝
』や『
軍

記
物
』の
記
述
を
単
純
に
再
構
成
し
た
だ
け
で
な
く
、新
た
に

諸
史
料
を
調
査
し
た
り
、軍
学
上
の
知
見
を
加
え
て
、絵
画

化
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
流
れ
の
延
長
上
に
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て

制
作
さ
れ
た
作
品
を
中
期
戦
国
合
戦
図
屏
風
と
よ
び
た
い
。

『
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本　

大
坂
夏
の
陣
図
屏
風
』も
そ
の

ひ
と
つ
で
、『
軍
記
物
』や『
家
伝
』を
取
捨
選
択
し
そ
の
内
容

を
絵
画
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。需
要
層
も
単
純
に
武
家
階

級
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

中中
期
戦
国
合
戦
図
屏
風

〜
文
学
に
よ
る
歴
史
の
再
構
成
〜

〜
文
学
に
よ
る
歴
史
の
再
構
成
〜
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▲２－1　大坂夏の陣図屏風（右隻）

▲２－２　大坂夏の陣図屏風（左隻）

慶
長
二
十
年（
一
六
一
五
）、徳
川
家
康
が
豊
臣
氏
を
滅
ぼ
し
た

戦
い
で
あ
る
。そ
の
前
年
に
勃
発
し
た
大
坂
冬
の
陣
で
は
、大

坂
城
の
外
堀
を
埋
め
る
と
い
う
条
件
で
和
議
が
成
立
し
た
。

翌
年
、家
康
は
豊
臣
氏
に
対
し
移
封
と
浪
人
の
解
雇
を
要

求
。豊
臣
氏
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、夏
の
陣
が
勃
発
し

た
。豊
臣
方
は
堀
を
失
っ
た
大
坂
城
に
籠
城
す
る
こ
と
も
で

き
ず
、大
和
・
紀
州
方
面
へ
も
戦
火
は
飛
び
火
し
て
い
る
。そ
の

過
程
で
、大
坂
方
の
有
力
武
将
た
ち
は
次
々
と
討
死
し
て
い

く（
四
月
二
九
日
塙
直
之
、五
月
六
日
後
藤
又
兵
衛
・
木
村
重

成
）。最
終
決
戦
は
五
月
七
日
で
あ
る
。豊
臣
方
の
真
田
幸

村
・
毛
利
勝
永
な
ど
の
奮
闘
に
よ
り
、徳
川
方
の
大
名
に
も
死

傷
者
が
で
た
り
、家
康
本
陣
も
一
時
大
混
乱
に
陥
っ
た
が
、幸

村
ら
も
討
ち
死
し
、大
坂
城
は
落
城
し
た
。翌
日
豊
臣
秀
頼

と
母
淀
殿
も
自
害
し
、豊
臣
氏
は
滅
び
た
の
で
あ
る
。

大
坂
夏
の
陣

中
期
戦
国
合
戦
図
屏
風

〜
文
学
に
よ
る
歴
史
の
再
構
成
〜
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▲２－４　激突する真田勢と松平忠直勢（右隻三～四隻）

▲２－３　松平忠直勢（右隻二扇）

真
田
幸
村
の
実
名
は
信
繁
で
あ
る
が
、『
軍
記
物
』で
使
わ
れ

て
い
る
幸
村
の
方
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。関
ヶ
原
合

戦
後
、幸
村
は
高
野
山
で
蟄
居
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、大
坂

方
に
請
わ
れ
て
入
城
し
、冬
の
陣
・
夏
の
陣
で
大
活
躍
し
た
。そ

の
奮
闘
ぶ
り
は
、「
真
田
日
本
一の
兵
、古
よ
り
の
物
語
に
も
こ

れ
な
き
由
」（
薩
藩
旧
記
）な
ど
と
、徳
川
方
か
ら
も
絶
賛
さ

れ
た
。『
難
波
軍
記
』な
ど『
軍
記
物
』で
も
大
き
く
取
り
上

げ
ら
れ
、講
談
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
語
り
つ
が
れ
た
。

五
月
七
日
、天
王
寺
口
の
茶
臼
山
に
布
陣
し
た
幸
村
は
、家

康
に
最
期
の
戦
い
を
挑
ん
だ
。一
時
は
家
康
本
陣
を
お
び
や
か

し
た
が
、つ
い
に
戦
死
し
て
し
ま
う
。真
田
勢
と
相
対
し
た
の
が

松
平
忠
直
の
率
い
る
越
前
勢
で
あ
る
。前
日
、道
明
寺
の
戦
い

で
援
兵
を
だ
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
家
康
か
ら
叱
責
さ
れ
た
忠

直
は
最
終
的
に
真
田
勢
を
打
ち
破
り
、大
坂
城
一
番
乗
り
も

は
た
し
た
。

赤
備
、六
文
銭
の
旗
印
が
真
田
勢
の
シ
ン
ボ
ル
で
、鹿
角
の
兜

は
幸
村
の
指
標
で
あ
る
。

22

真
田
幸
村
の
活
躍



▲２－５　真田幸村勢（右隻四～五隻）
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▲２－６　徳川方に囲まれる後藤勢（右隻二～四扇）

五
月
六
日
、大
和
路
か
ら
大
坂
城
に
向
か
う
徳
川
方
を
豊
臣

方
が
迎
撃
し
た
戦
い
で
あ
る
。真
田
幸
村
が
霧
の
発
生
に
よ
り

行
軍
に
手
間
取
っ
て
い
る
間
、後
藤
又
兵
衛
基
次
は
単
独
で

小
松
山
に
進
出
し
、伊
達
政
宗
・
水
野
勝
成
ら
二
万
以
上
の

軍
勢
の
集
中
攻
撃
を
受
け
、壊
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

後
藤
基
次
は
も
と
黒
田
家
に
仕
え
、関
ヶ
原
合
戦
で
は
合
渡

の
戦
い・
本
戦
で
活
躍
し
た
が
、後
に
長
政
と
対
立
し
て
、出

奔
。大
坂
の
陣
を
題
材
と
す
る『
軍
記
物
』で
は
、幸
村
と
な

ら
ぶ
豊
臣
方
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
な
っ
た
。

な
お
、『
難
波
戦
記
』は
こ
の
日
の
基
次
の
出
で
立
ち
を「
總
白

の
旗
、黒
半
月
の
馬
印
を
先
に
進
め
、黒
糸
威
の
鎧
、同
じ
毛

の
頭
形
の
兜
に
獅
噛
の
前
立
物
打
立
て
た
る
を
猪
頸
に
着
」

と
記
し
、こ
の
作
品
の
図
像
と
全
く
一
致
し
な
い
。し
か
し
、『
山

口
休
庵
咄
』は
、基
次
の
旗
を
白
黒
段
々
と
記
し
て
お
り
、多

様
な
軍
記
物
・
家
伝
を
も
と
に
し
て
絵
画
化
さ
れ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

道
明
寺
の
戦
い
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▲２－７　後藤基次陣（右隻三扇）
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▲２－９　水野勝成（右隻一～二隻）

▲２－８　後藤勢を囲む徳川方（右隻一～二隻）
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▲２－１０　伊達政宗・松平忠明に率いられる徳川方（右隻三～四隻）
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▲２－１１　本多忠朝（左隻二扇）

五
月
七
日
、徳
川
方
は
大
坂
城
総
攻
撃
に
あ
た
り
、軍
勢
を

二
手
に
わ
け
た
。家
康
が
向
か
っ
た
の
が
主
戦
場
で
あ
る
天
王

寺
口
で
、秀
忠
が
岡
山
口
か
ら
攻
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。天
王
寺

口
の
先
鋒
は
本
多
忠
勝
の
子
で
上
総
国
大
多
喜
城
主
忠
朝

で
あ
っ
た
。忠
朝
は
冬
の
陣
の
際
、家
康
か
ら
叱
責
を
う
け
、討

死
を
遂
げ
る
覚
悟
で
大
坂
夏
の
陣
に
臨
み
、豊
臣
方
の
毛
利

勝
永
勢
と
激
突
し
た
。こ
の
日
、毛
利
勝
永
勢
の
奮
闘
ぶ
り
も

際
立
っ
て
お
り
、本
多
忠
朝
の
ほ
か
、信
濃
松
本
藩
主
小
笠
原

秀
政
父
子
を
討
ち
取
っ
て
い
る
。

天
王
寺
口
の
戦
い
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▲２－14　大坂城天守（左隻五～六扇）

▲２－１２　毛利勝永　（左隻三～四扇）

▲２－１３　激突する両軍（左隻二～三扇）
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岡
山
口
へ
む
か
っ
た
徳
川
方
の
先
鋒
は
加
賀
金
沢
藩
主
前
田

利
常
で
あ
っ
た
。対
す
る
豊
臣
方
は
大
野
治
長
の
弟
、治
房
・

治
胤
兄
弟
が
布
陣
し
、治
房
が
鉈
紋
の
旗
、治
胤
が
赤
い
吹
貫

を
押
し
立
て
て
い
た（『
難
波
戦
記
』）。利
常
・
治
胤
に
相
当

す
る
人
物
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、場
内
に
逃
げ
込
ん
だ
武
将

の
ひ
と
り
は
治
房
と
思
わ
れ
る
。

城
外
に
描
か
れ
た
大
き
な
炸
裂
は
、敗
走
す
る
大
野
治
房
を

追
っ
て
加
賀
勢
が
城
門
か
ら
城
内
に
な
だ
れ
こ
も
う
と
し
た

際
、城
兵
が
鉄
砲
の
薬
筒
に
火
を
つ
け
、門
外
に
投
げ
出
し
、

爆
発
が
お
こ
っ
た
と
い
う『
難
波
戦
記
』の
記
述
を
絵
画
化
し

た
も
の
で
あ
る
。

岡
山
口
の
戦
い

▲２－１５　岡山口から城内へ攻め込もうとする徳川方（左隻三～四扇）
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▲２－１７　大野治房（左隻六扇）

▲２－１６　城内に敗走する
　豊臣方（左隻四～六扇）
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前
中
期
の
戦
国
合
戦
図
屏
風
を
文
学
の
絵
画
化
と
い
う
ス
キ

ー
ム
で
定
義
す
る
と
、後
期
合
戦
図
屏
風
の
特
質
は
文
学
作

品
を
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
に
す
え
る
も
の
の
、絵
師
は
そ
れ
に
と

ら
わ
れ
ず
自
由
な
発
想
で
場
面
を
構
成
し
た
こ
と
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

『
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本　

関
ヶ
原
合
戦
図
屏
風
』は
、関
ヶ

原
合
戦
と
い
う
歴
史
事
象
を
対
象
と
し
な
が
ら
、絵
師
は
配

陣
図
に
こ
だ
わ
ら
ず
、自
由
な
位
置
に
登
場
人
物
を
お
き
、一

般
的
な『
軍
記
物
』に
登
場
し
な
い
人
物
ま
で
も
描
き
こ
ん
で

み
せ
て
い
る
。

『
軍
記
物
』か
ら『
講
談
』が
成
立
し
て
く
る
よ
う
に
、新
た
な

戦
国
合
戦
図
屏
風
の
世
界
が
開
拓
さ
れ
た
の
で
あ
る
。戦
国

時
代
の
人
物
た
ち
が
さ
か
ん
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
錦
絵

の
世
界
と
も
共
時
性
を
も
つ
動
き
で
、従
来
の
戦
国
合
戦
図

屏
風
を
需
要
し
た
武
士
た
ち
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
階
層
が

そ
れ
を
支
え
た
の
で
あ
る
。Ｔ
Ｖ
の
ド
ラ
マ
、映
画
、ア
ニ
メ
、ゲ

ー
ム
な
ど
を
媒
体
に
し
て
、現
代
人
は
、歴
史
事
実
に
と
ら
わ

れ
な
い
歴
史
を
楽
し
ん
で
い
る
が
、そ
の
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
は
こ
の

時
代
に
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

後後
期
戦
国
合
戦
図
屏
風

〜
識
る
か
ら
楽
し
む
へ
〜

〜
識
る
か
ら
楽
し
む
へ
〜
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▲３－１　関ヶ原合戦図屏風

狭
義
に
は
、慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）九
月
十
五
日
、不
破
郡
関

ヶ
原
町
で
、徳
川
家
康
率
い
る
東
軍
が
備
前
岡
山
城
主
宇
喜

多
秀
家
を
主
将
と
す
る
西
軍
を
撃
破
し
た
戦
い
で
あ
る
。こ

の
戦
い
に
よ
っ
て
、家
康
の
覇
権
が
決
定
的
に
な
り
、三
年
後
の

徳
川
幕
府
成
立
へ
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

広
義
に
は
、日
本
国
中
の
大
名
が
東
西
両
陣
営
に
分
か
れ
戦

火
は
全
国
に
広
が
り
、そ
れ
ら
す
べ
て
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、時
系
列
で
語
る
な
ら
ば
、慶
長
三
年
秀
吉
の
死
去
直

後
か
ら
、両
陣
営
に
分
か
れ
て
の
対
立
は
顕
在
化
し
て
お
り
、

最
終
的
に
は
、西
軍
に
与
し
た
薩
摩
島
津
氏
の
処
遇
が
決
定

し
戦
後
体
制
が
定
ま
る
慶
長
七
年
ま
で
を
押
さ
え
て
お
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

関
ヶ
原
の
戦
い

後
期
戦
国
合
戦
図
屏
風

〜
識
る
か
ら
楽
し
む
へ
〜
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▲３－３　大谷吉継陣（二扇）

▲３－２　松尾山の小早川勢と対峙する大谷吉継勢（一～二扇）

34

関
ヶ
原
合
戦
の
趨
勢
を
決
し
た
の
は
、松
尾
山
に
布
陣
し
て
い

た
筑
前
名
島
城
主
小
早
川
秀
秋
の
内
応
で
あ
っ
た
。秀
秋
の

動
向
に
疑
い
を
も
ち
、そ
の
麓
に
布
陣
し
て
い
た
の
が
石
田
三

成
の
盟
友
で
も
あ
る
越
前
敦
賀
城
主
大
谷
吉
継
で
、吉
継
は

重
度
の
ハ
ン
セ
ン
氏
病
を
押
し
て
、輿
に
の
っ
て
出
陣
し
た
。

小
早
川
秀
秋
に
つ
ら
れ
る
よ
う
に
、淡
路
洲
本
城
主
脇
坂
安

治
・
近
江
朽
木
城
主
朽
木
元
綱
ら
も
東
軍
に
寝
返
っ
た
。吉

継
は
美
濃
垂
井
城
主
平
塚
為
広
ら
と
と
も
に
奮
闘
し
た
も

の
の
、為
広
は
討
死
し
、吉
継
は
自
刃
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

松
尾
山
の
小
早
川
勢
と

　
　
　
　

 

対
峙
す
る
西
軍



▲３－５　藤子川をはさんで小西行長勢と対峙する黒田長政勢・山内一豊勢（三～四扇）

▲３－４　藤子川をわたる後藤基次（三扇）

35

北
天
満
山
の
肥
後
麦
島
城
主
小
西
行
長
陣
へ
攻

め
込
ん
だ
の
は
三
河
岡
崎
城
主
田
中
吉
政
・
伊
予

宇
和
島
城
主
藤
堂
高
虎
で
あ
っ
た
が
、こ
こ
で
は

石
田
陣
に
攻
め
込
ん
だ
豊
前
中
津
城
主
黒
田
長

政
、南
宮
山
へ
の
押
さ
え
を
命
じ
ら
れ
た
遠
江
掛

川
城
主
山
内
一
豊
を
描
い
て
い
る
。

小
西
陣
へ

　

攻
め
入
る
東
軍



▲３－６　宇喜多秀家陣（二扇）

▲３－８　宇喜多勢を蹴散らす福島勢（一～二扇下部）
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▲３－７　激突する宇喜多勢と福島勢（一～三扇中央部）

▲３－９　福島正則陣（二～三扇）
37

宇
喜
多
秀
家
は
天
満
山
に
陣
し
、東
軍
の
尾
張

清
須
城
主
福
島
正
則
勢
と
激
突
し
た
。こ
の
両

軍
の
激
突
は
一
〜
三
隻
の
下
半
を
二
段
に
わ
た
っ

て
占
め
て
お
り
、絵
師
の
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。上
段
に
宇
喜
多
秀
家
本
陣
が
あ
り
、

そ
の
先
鋒
は
明
石
掃
部
頭
全
登
で
、槍
の
才
蔵

と
い
う
異
名
と
と
っ
た
福
島
方
の
可
児
才
蔵
と

相
対
し
て
い
る
。上
段
の
福
島
勢
を
指
揮
す
る

の
は
、正
則
の
養
子
で
慶
長
四
年
に
家
康
の
養

女（
満
天
姫
）を
正
室
に
む
か
え
た
福
島
刑
部

正
之
で
あ
る
。

下
段
は
福
島
勢
が
優
勢
と
な
っ
た
場
面
が
描
か

れ
て
い
る
。福
島
正
則
の
周
り
に
は
福
島
伯
耆
・

尾
関
石
見
が
な
ら
び　

そ
の
前
方
で
長
尾
隼

人
・
福
島
丹
波
が
奮
闘
し
て
い
る
。さ
ら
に
右
端

で
山
道
の
旗
を
持
ち
、宇
喜
多
勢
を
蹴
散
ら
し

て
い
る
の
は
、岐
阜
城
攻
め
で
櫓
に
一
番
乗
り
し

た
と
い
う
吉
村
又
右
衛
門（
４

－

９
）で
あ
る
。

宇
喜
多
秀
家
と

　
　
　

福
島
正
則
の
激
突



▲３－１２　本多忠勝（三扇～四扇）

▲３－１１　島左近（三扇）
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島
左
近
は
石
田
三
成
の
家
臣
で
、「
三
成
に

す
ぎ
た
る
も
の
ふ
た
つ
あ
り　

島
左
近
と

佐
和
山
の
城
」と
う
た
わ
れ
た
武
将
で
あ

る
。『
関
ヶ
原
軍
記
大
成
』に
よ
る
と
、島
左

近
は
小
早
川
秀
秋
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
戦

い
の
趨
勢
が
定
ま
っ
た
後
、子
新
吉
郎
と
と

も
に
、家
康
本
陣
を
目
指
し
て
、捨
て
身
の

攻
撃
を
敢
行
し
た
。『
関
ヶ
原
軍
記
大
成
』

で
島
勢
の
突
進
を
阻
ん
だ
の
は
藤
堂
高
虎

で
あ
る
が
、絵
師
は
家
康
の
家
臣
、本
多
忠

勝
・
井
伊
直
政
の
軍
勢
を
加
え
て
い
る
。

奮
闘
す
る
島
隊



▲３－１０　島隊と交戦する東軍（三～四扇）

▲３－１４　藤堂高虎（五扇）

▲３－１３　井伊直政（四扇）

▲３－１５　島新吉郎と藤堂仁右衛門の一騎打ち（四扇）
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▲３－１６　石田三成（三～四扇）

▲３－１７　石田三成本陣（三～四扇）
40

「
大
一
大
吉
大
万
」の
旗
印
の
も
と
、軍
配
を
握
っ
て
指
揮

を
す
る
の
が
、『
軍
記
物
』で
は
西
軍
の
首
謀
者
と
さ
れ
た

石
田
三
成
で
あ
る
。そ
の
左
側
に
は
蒲
生
大
膳
・
高
野
越

中
・
蒲
生
備
中
な
ど
島
左
近
を
除
く
三
成
の
主
要
家
臣

が
見
え
る
。

石
田
三
成
本
陣



▲３－１８　徳川家康本陣（六扇）

▲３－１９　徳川家康本陣（五～六扇）
41

「
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
」の
旗
を
翻
し
、金
扇
馬
印
を
掲

げ
た
徳
川
家
康
の
本
陣
で
あ
る
。家
康
の
ま
わ
り
に
は
配

下
の
諸
将
が
ひ
か
え
る
が
、興
味
深
い
の
は
、少
し
離
れ
て

家
康
に
語
り
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
山
本
帯
刀
で
あ
る
。一

般
的
な『
軍
記
物
』に
は
登
場
し
な
い
が
、『
甲
斐
国
志
』で

は
、山
本
勘
助
の
弟
と
す
る
人
物
で
、絵
師
は
山
本
帯
刀

を
家
康
の
軍
師
、島
左
近
を
三
成
の
軍
師
と
相
対
す
る
よ

う
に
描
い
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

徳
川
家
康
本
陣



▲３－２０　島津義弘（四～五扇）

関
ヶ
原
合
戦
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
島
津
勢
の

敵
中
突
破
で
あ
る
。小
早
川
秀
秋
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
壊
滅

状
態
の
西
軍
諸
将
が
討
死
し
た
り
西
方
へ
敗
走
す
る
中
、島

津
義
弘
は
前
面
の
敵
を
突
破
し
、伊
勢
へ
逃
走
す
る
道
を
選

ん
だ
。そ
の
先
鋒
を
つ
と
め
た
の
は
、甥
の
豊
久
で
あ
る
。

島
津
勢
は
田
中
吉
政
・
藤
堂
高
虎
勢
を
た
ち
ま
ち
う
ち
や
ぶ

り
、そ
の
決
死
ぶ
り
に
福
島
正
則
も
あ
え
て
追
撃
を
見
送
っ

た
。そ
の
島
津
勢
を
追
走
し
た
の
は
、家
康
の
実
子
で
も
あ
り

こ
の
日
初
陣
を
む
か
え
た
武
蔵
忍
城
主
松
平
忠
吉
と
井
伊

直
政
・
本
多
忠
勝
で
あ
っ
た
。

島
津
勢
は
豊
久
を
は
じ
め
多
大
な
犠
牲
を
は
ら
い
な
が
ら
脱

出
に
成
功
す
る
。追
撃
し
た
松
平
忠
吉
・
井
伊
直
政
も
負
傷

す
る
あ
り
さ
ま
で
、「
島
津
の
退
き
口
」と
し
て
語
り
つ
が
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

島
津
の
退
き
口
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▲３－２１　島津勢の先鋒・豊久と激突する東軍の松平忠吉・加藤嘉明（五～六扇）

▲３－２２　敵中突破をはかる島津勢（五～六扇）
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江
戸
時
代
に
も
っ
と
も
多
く
流
布
し
た
関
ヶ
原
合
戦
図
絵
巻

で
あ
る
。伏
見
城
で
の
合
議
か
ら
関
ヶ
原
合
戦
当
日
ま
で
の

経
過
を
題
材
に
し
て
い
る
。戦
い
に
お
け
る
個
人
の
活
躍
が

強
調
さ
れ
て
お
り
、「
武
辺
咄
」を
集
成
し
た
と
い
っ
た
構
成
で

あ
る
。こ
の
絵
巻
を
需
要
し
た
人
々
が
歴
史
か
ら
な
に
を
学
び

た
か
っ
た
の
か
が
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

関関
ヶ

図

原
合
戦

絵
巻

▲4－2　伏見城攻め

▲4－1　伏見城内での合議～伏見城攻め

▲4－3　五大老・五奉行・三中老の合議

上
巻
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関
ヶ

図

原
合
戦

絵
巻

▲4－4　松平家忠の奮戦と矢文を射る鵜飼藤助

▲4－5　伏見落城　鳥居元忠の最期

▲4－6　木曾川をわたる東軍　池田長吉の活躍

▲4－7　津田藤三郎と兼松正吉の一騎打ち・革手まで出陣した織田秀信
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▲4－8　革手に出陣した織田秀信本陣

▲4－9　津田藤三郎の帰城・岐阜開城

▲4－10　合渡川の戦い

46



下
巻

▲4－11　木曽路をすすむ東軍　真田隠岐守と真田幸村

▲4－12　染谷平の徳川秀忠本陣　上州沼田城

▲4－13　杭瀬川の戦い・岡山本陣

▲4－14　西軍諸隊・南宮山に備える東軍

47



▲4－15　東軍諸隊・島津勢と戦う松平忠吉

▲4－16　井伊直政・細川忠興・大谷吉継

▲4－17　湯浅五助・真田信幸

▲4－18　雨中の松と道
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岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本

　

賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風
に
つ
い
て

（
１
）

戦
国
合
戦
の
中
で
、も
っ
と
も
数
多
く
屏
風
の
画
題
と
な
っ
た
の
は
、

関
ヶ
原
の
戦
い
で
あ
る
。数
多
く
の
武
将
た
ち
が
実
際
に
参
戦
し
た

だ
け
で
な
く
、近
世
大
名
た
ち
に
と
っ
て
藩
祖
が
活
躍
し
、自
藩
の
ア

イ
デ
ン
チ
テ
ィ
が
確
立
さ
れ
た
戦
い
で
あ
り
、そ
れ
を
顕
彰
す
る
た
め

多
く
の
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。そ
の
関
ヶ
原
の

戦
い
に
つ
い
で
多
く
の
屏
風
が
つ
く
ら
れ
た
の
が
、賤
ヶ
岳
の
戦
い
だ
っ

た
。こ
の
戦
い
が
七
本
槍
と
い
う
劇
的
な
場
面
が
あ
り
、小
瀬
甫
庵
の

『
太
閤
記
』な
ど
に
よ
り
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
、家
康
が
登
場
し

な
い
こ
と
で
、幕
府
か
ら
咎
め
ら
れ
る
恐
れ
が
少
な
く
商
品
化
に
適

し
て
い
た
、と
い
う
見
解
も
あ
る
が（
藤
本
一
九
九
五
）、ま
だ
充
分
に

糺
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
２
）

『
賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風
』は
三
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。Ⅰ
類

は
、最
も
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
等
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
大
坂
城
天
守
閣

本
と
そ
れ
を
直
接
写
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
作
品（
馬
の
博
物
館

本
・
佐
藤
博
物
館
本
）で
あ
る
。Ⅱ
類
は
、大
阪
城
天
守
閣
本
を
軍
勢

描
写
な
ど
の
上
で
簡
略
化
し
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
、最
も

数
多
く
製
作
さ
れ
た
。そ
の
代
表
作
は
現
在
大
阪
城
天
守
閣
の
所

蔵
と
な
っ
て
い
る
旧
田
中
家
本
で
、そ
の
他
に
長
浜
城
歴
史
博
物
館

本
・
南
蛮
文
化
館
本
・
勝
山
城
博
物
館
本
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。Ⅲ

類
は
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
で
、他
の
諸
本
が一
双
に
描
い
た
シ
ー
ン

を
右
隻
に
ま
と
め
、左
隻
は
独
自
の
構
図
で
あ
る
。

（
３
）

祖
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、大
阪
城
天
守
閣
本
で
あ
る
。十
七

世
紀
後
半
の
成
立
と
考
え
ら
れ
、全
体
の
構
成
が『
甫
庵
太
閤
記
』

に
依
拠
し
な
が
ら
、肝
心
の
七
本
槍
の
場
面
は『
川
角
太
閤
記
』の
記

述
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
て
き
た（『
戦
国
合
戦
絵
屏

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本

　

賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風
に
つ
い
て土

山
公
仁

風
集
成
』二　
一
九
八
〇
）。こ
の
点
に
つ
い
て
高
橋　

修
氏
は
、紀
州

藩
主
徳
川
頼
宣
が
軍
事
研
究
の
た
め
製
作
さ
せ
た
も
の
が
大
阪
城

天
守
閣
本
で
、川
角
宗
直
が
頼
宣
の
求
め
に
応
じ
て
提
出
し
た『
川

角
太
閤
記
』の
原
型
が
七
本
槍
の
場
面
で
採
用
さ
れ
た
、と
い
う
仮

説
を
提
示
し
て
い
る
。ま
た
旧
田
中
家
本
も
紀
州
藩
の
家
臣
に
伝
来

し
、『
賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風
』の
流
布
に
紀
州
藩
が
強
く
か
か
わ
っ
て

い
る
と
主
張
し
た
。（
高
橋
一
九
九
七
）

Ⅱ
類
は
Ⅰ
類
を
簡
略
化
さ
せ
た
、と
考
え
ら
れ
て
き
た
。し
か
し
Ⅰ
類

は
砦
を
瓦
葺
屋
根
・
石
垣
・
漆
喰
塀
と
い
っ
た
非
現
実
的
な
近
世
城

郭
の
姿
で
描
き
、Ⅱ
類
が
土
塀
や
板
葺
屋
根
と
い
っ
た
よ
り
中
世
的

な
描
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。『
戦
国
合
戦
絵

屏
風
集
成
』二　

の
図
版
解
説
を
渡
辺 

武
氏
と
と
も
に
中
心
と
な

っ
て
執
筆
し
、大
阪
城
天
守
閣
本
祖
本
説
を
主
導
し
て
き
た
内
田
九

州
男
氏
も「
単
純
に
大
阪
城
天
守
閣
本
の
写
し
と
ば
か
り
は
い
い
切

れ
な
い
面
も
あ
る
」と
微
妙
に
発
言
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。（
内
田
九

州
男
一
九
九
五
）

Ⅲ
類
の
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
は
孤
本
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。し
か

し
、そ
こ
に
描
か
れ
た
図
像
は
大
阪
城
天
守
閣
本
と
密
接
な
関
係
が

あ
る
。大
阪
城
天
守
閣
本
右
隻
五
〜
六
扇
に
描
か
れ
た
余
呉
湖
岸

に
そ
っ
て
佐
久
間
勢
を
追
走
す
る
秀
吉
方
は
岐
阜
市
歴
史
博
物
館

本
右
隻
一
〜
二
扇
下
部
、琵
琶
湖
岸
に
そ
っ
て
佐
久
間
勢
を
追
走
す

る
秀
吉
方
の
図
像
と
近
似
す
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
藤

本
正
行
一
九
九
四
・一
九
九
五
）。ま
た
、大
阪
城
天
守
閣
本
左
隻
五
〜

六
扇
に
描
か
れ
た
岩
崎
山
砦
を
攻
め
る
佐
久
間
盛
政
勢
と
岐
阜
市

歴
史
博
物
館
本
右
隻
五
〜
六
隻
に
描
か
れ
た
大
岩
山
砦
を
攻
め
る

佐
久
間
盛
政
勢
の
描
き
方
も
近
似
す
る
な
ど
、岐
阜
市
歴
史
博
物

館
本
を
単
純
な
弧
本
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
左
隻
に
つ
い
て
は
、柴
田
勝
家
が
逃

走
す
る
時
間
を
か
せ
ぐ
た
め
勝
家
か
ら
金
の
御
幣
の
馬
印
を
預
か

り
奮
闘
し
た
毛
受
勝
助
と
と
も
に
、茂
山
に
布
陣
し
な
が
ら
戦
線
を

離
脱
し
、柴
田
軍
総
崩
れ
の
直
接
的
原
因
を
つ
く
っ
た
前
田
利
家
陣

を
大
き
く
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
の
屏
風
は
前
田
家
周
辺
で
製

作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

（
４
）

諸
本
の
前
後
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。す
で

に
述
べ
た
よ
う
に『
賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風
』に
つ
い
て
は
、大
阪
城
天

守
閣
本
を
祖
本
と
み
な
す
と
い
う
考
え
方
が
有
力
視
さ
れ
て
き

た
。。そ
の
考
え
に
立
て
ば
、岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
は
大
阪
城
天

守
閣
本
の一
双
を
右
隻
に
無
理
や
り
ま
と
め
、新
た
に
左
隻
を
加
え

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。そ
う
考
え
た
方
が
、右
隻
の
琵
琶
湖

側
か
ら
見
た
時
の
、大
岩
山
砦
、岩
崎
山
砦
、賤
ヶ
岳
砦
の
位
置
関
係

が
地
理
的
に
矛
盾
す
る
こ
と
も
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。ま
た
、後
述

す
る
よ
う
に
砦
の
描
き
方
が
Ⅰ
類
で
な
く
Ⅱ
類
に
類
似
し
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
は
Ⅱ
類
を
も
と
に
し
て
成
立
し

た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。成
立
年
代
も
漠
然
と
十
八
世

紀
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
は
左
隻
の
構
図
と
と
も
に
、大
阪

城
天
守
閣
本
や
旧
田
中
家
本
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
点
が
い
く
つ

か
あ
る
。そ
の
第
一
は
山
の
描
き
方
だ
。岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
に

は
、他
本
の
よ
う
に
山
肌
に
緑
青
を
使
用
し
た
の
っぺ
り
し
た
表
現
で

な
く
、さ
ま
ざ
ま
な
に
墨
線
を
駆
使
し
て
、実
景
に
即
し（
風
景
を
実

写
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な

描
き
方
で
、『
桑
実
寺
縁
起
』に
通
じ
る
よ
う
な
室
町
後
期
の
大
和

絵
の
余
韻
が
十
分
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
菅
原
真
弓
氏
ご
教
示
）

特
定
の
人
物
を
絵
画
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
タ
ブ
ー
が
強
く
働
い
て

い
る
の
も
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
の
特
徴
で
あ
る
。羽
柴
秀
吉
の
在

陣
は
賤
ヶ
岳
砦
に
か
か
げ
ら
れ
た
金
瓢
箪
で
美
濃
か
ら
の
帰
陣
を
表

現
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、丹
羽
長
秀
に
関
し
て
は
、丹
羽
勢
す
ら
は
っ

き
り
と
は
描
か
れ
て
い
な
い
。大
岩
山
砦
で
戦
死
し
た
中
川
清
秀
本

人
が
他
本
で
は
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
の
に
岐
阜
市
歴
史
博
物
館

本
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
と
は
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
で
あ
る
。七
本
槍
に

つ
い
て
も
、『
甫
庵
太
閤
記
』に
従
っ
た
こ
と
が
貼
札
か
ら
わ
か
る
が
、

個
人
の
特
定
は
不
可
能
だ
。

丹
羽
勢
の
不
在
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。丹
羽
長
秀
は
逃
げ

出
し
た
桑
山
重
晴
に
か
わ
っ
て
、琵
琶
湖
か
ら
賤
ヶ
岳
砦
に
入
城
し

確
保
し
つ
づ
け
る
と
い
っ
た
重
要
な
役
回
り
を
は
た
し
た（『
甫
庵
太

閤
記
』）。岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
は
あ
え
て
そ
の
活
躍
を
無
視
し
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た
の
で
は
な
い
か
と
も
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。丹
羽
長
秀
の
あ
と

を
つ
い
だ
丹
羽
長
重
は
関
ヶ
原
合
戦
で
西
軍
に
与
し
、前
田
利
長
と

浅
井
畷
で
戦
っ
て
い
る
。そ
の
し
こ
り
が
、丹
羽
勢
の
不
在
の
要
因
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

柴
田
方
に
つ
い
て
も
、柴
田
勝
安
・
毛
受
勝
助
に
つ
い
て
は
容
易
に
想

定
で
き
る
も
の
の
、大
岩
山
砦
を
攻
め
る
佐
久
間
盛
政
も
三
引
両
の

吹
流
し
と
采
配
・
軍
配
団
扇
の
所
持
に
よ
っ
て
う
か
が
え
る
程
度
で
あ

る
。

秀
吉
と
敵
対
し
た
こ
の
戦
い
の
主
人
公
で
あ
る
柴
田
勝
家
も
描
か
れ

て
お
ら
ず
、茂
山
の
前
田
利
家
陣
に
も
利
家
ら
し
い
人
物
は
描
か
れ

て
い
な
い
。右
隻
に
三
度
描
か
れ
た
可
能
性
の
あ
る
人
物
と
し
て
徳

山
五
兵
衛
則
秀
が
い
る
。大
岩
山
砦
を
右
方
向
か
ら
攻
め
る
軍
勢
の

中
に
則
秀
の
大
き
な
日
の
丸
の
馬
印
が
見
え
る
し
、そ
の
右
の
岩
崎

山
攻
め
や
下
部
の
撤
退
の
シ
ー
ン
で
も
、貼
札
に
そ
の
名
前
が
記
さ

れ
て
い
る
。し
か
し
、い
ず
れ
も
則
秀
を
特
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
物
を
特
定
で
き
な
い
よ
う
に
描
く
の
は
、大
阪
市
歴

史
博
物
館
本『
関
ヶ
原
合
戦
図
屏
風
』や
名
古
屋
市
博
物
館
本『
長

篠
合
戦
図
屏
風
』な
ど
初
期
合
戦
図
屏
風
に
通
じ
る
特
徴
で
あ
る
。

（
５
）

こ
の
作
品
が
、大
阪
城
天
守
閣
本
な
ど
に
先
行
す
る
可
能
性
を
指

摘
し
た
が
、細
部
の
表
現
に
注
目
す
る
こ
と
で
、そ
の
考
え
を
補
強
し

て
お
こ
う
。

ま
ず
は
太
刀
や
刀
の
装
着
方
に
注
目
し
て
み
た
。一
般
に
太
刀
は
刃

を
下
に
し
て
帯
取
の
緒
で
腰
に
つ
る
し
て
佩
き
、刀
は
刀
の
刃
を
上
に

し
て
腰
に
指
す
も
の
で
あ
る
。大
阪
城
天
守
閣
本
で
は
、掟
ど
お
り

太
刀
を
佩
き
、脇
差
を
腰
に
指
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、戦
国
時
代
に
は
軍
装
と
し
て
刀
の
刃
を
下
に
腰
に
指
す
の

が
流
行
し
た
。藤
本
氏
は
刀
の
先
端
が
上
反
り
に
な
り
走
っ
た
り
座
っ

た
り
す
る
の
に
便
利
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。（
藤
本
一
九
九
七
）。

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
で
は
、拵
が
単
純
化
し
て
描
か
れ
て
い
る
た

め
、詳
細
は
把
握
で
き
な
い
も
の
の
、基
本
的
に
刃
を
下
に
し
て
描
か

れ
て
い
る
。一
部
は
腰
紐
の
下
部
に
描
か
れ
太
刀
を
佩
い
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が（
図
１
）、大
半
は
腰
紐
と
交
差
す
る
位
置
に
描
か
れ
、

刀
を
刃
を
下
に
鳥
居
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。な
お
、一
部
に
は
脇

差
を
あ
ら
わ
し
た
直
線
も
添
え
ら
れ
て
い
る（
図
２
）。

刀
を
鳥
居
指
に
し
た
画
像
資
料
と
し
て
は
、大
阪
市
歴
史
博
物
館

本『
関
ヶ
原
合
戦
図
屏
風
』・
名
古
屋
市
博
物
館
本『
長
篠
合
戦
図

屏
風
』・
富
山
個
人
蔵『
戦
国
合
戦
図
屏
風
』・
大
阪
城
天
守
閣
本

『
大
坂
夏
の
陣
図
屏
風
』・
旧
田
中
家
本『
賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風
』・

秋
月
郷
土
館
本『
島
原
の
乱
図
屏
風
』・サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
本『
日

吉
山
王
・
祇
園
祭
礼
図
屏
風
』な
ど
が
あ
る
。こ
の
う
ち『
島
原
の
乱

図
屏
風
』は
十
九
世
紀
の
成
立
で
あ
る
が
、『
日
吉
山
王
・
祇
園
祭
礼

図
屏
風
』は
十
六
世
紀
中
葉
、他
の
屏
風
は・
旧
田
中
家
本『
賤
ヶ
岳

合
戦
図
屏
風
』を
除
く
と
十
七
世
紀
前
半
に
お
さ
ま
り
そ
う
だ
。鳥

居
指
は
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
初
期
に
流
行
し
た
祭
礼
や
軍
陣
で
の

趣
向
だ
っ
た
ろ
う
。（『
日
吉
山
王
祇
園
祭
礼
図
屏
風
』に
つ
い
て
は
池

田
宏
氏
、『
島
原
の
乱
図
屏
風
』に
つ
い
て
は
佐
多
芳
彦
氏
の
ご
教
示

に
よ
る
）

藤
本
氏
が
あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
い
る
大
阪
市
歴
史
博
物
館
本『
関
ヶ

原
合
戦
図
屏
風
』や
富
山
個
人
蔵『
戦
国
合
戦
図
屏
風
』に
頻
出

す
る
刀
を
刃
を
上
に
し
て
右
肩
に
か
つ
ぐ
よ
う
な
ポ
ー
ズ
も
、岐
阜

市
歴
史
博
物
館
本
で
見
る
こ
と
が
で
き
る（
図
３
）。槍
や
鉄
砲
、弓
、

旗
に
つ
い
て
も
、右
肩
に
か
つ
い
だ
方
が
合
理
的
で
、岐
阜
市
歴
史
博

物
館
本
の
柴
田
勢
敗
走
シ
ー
ン
に
そ
れ
も
数
多
く
描
か
れ
て
い
る

（
図
４
）。な
お
、大
阪
城
天
守
閣
本
で
は
槍
は
両
手
で
持
つ
も
の
が

多
く
、肩
に
か
つ
ぐ
シ
ー
ン
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

（
６
）

次
に
甲
冑
に
注
目
し
て
み
よ
う
。戦
国
合
戦
図
屏
風
に
描
か
れ
る
甲

冑
は
か
な
り
定
型
化
簡
略
化
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
、細
部
の
検

討
は
む
ず
か
し
い
。こ
こ
で
は
、当
世
具
足
の
指
標
の
ひ
と
つ
で
あ
る

指
物
を
差
す
た
め
の
装
置（
合
当
理
）と
指
物
の
指
し
方
に
注
目
し

て
み
た
。大
阪
城
天
守
閣
本
で
は
腰
に
鷹
羽
を
指
し
大
岩
山
砦
を
め

ざ
し
た
佐
久
間
久
右
衛
門
の
軍
勢
を
除
く
と
、背
中
に
合
当
理
を

描
き
、指
物
を
ま
っ
す
ぐ
指
し
て
い
る
。ま
た
、陣
笠
を
被
り
火
縄
銃

を
構
え
る
ス
タ
イ
ル
の
城
兵
も
大
岩
山
砦
に
描
か
れ
て
い
る
。

一
方
、岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
で
は
、陣
笠
は
無
論
の
こ
と
合
当
理

と
断
定
で
き
る
描
き
方
は
し
て
い
な
い
。指
物
が
背
中
心
で
あ
れ
ば
、

絵
画
と
し
て
合
当
理
が
省
略
さ
れ
た
と
も
考
え
て
よ
い
が（
図
５
）、

明
ら
か
に
右
腰
の
あ
た
り
か
ら
、斜
め
に
指
す
も
の
も
多
数
描
か
れ

て
い
る（
図
６
）。こ
の
よ
う
に
指
物
を
右
腰
側
に
ず
ら
し
て
指
す
例

は
、大
阪
歴
史
博
物
館
本『
関
ヶ
原
合
戦
図
屏
風
』に
数
多
く
見

え
、サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
本『
日
吉
山
王
・
祇
園
祭
礼
図
屏
風
』 

で
も

う
か
が
え
る
。先
に
あ
げ
た
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
の
背
中
心
に
あ

る
指
物
も
、た
ま
た
ま
そ
の
位
置
の
腰
紐
に
指
し
た
と
考
え
て
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。ち
な
み
に『
日
葡
辞
書
』で
も
、旗
を
さ
す
と

は
、腰
に
指
す
こ
と
と
解
し
、十
七
世
紀
初
頭
の
段
階
で
も
、合
当
理 

で
す
ら
ま
だ
十
分
に
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

兜
を
着
用
し
な
い
兵
た
ち
の
頭
髪
の
表
現
に
つ
い
て
も
、岐
阜
市
歴

史
博
物
館
本
が
露
頂
と
総
髪（
図
７
）を
明
瞭
に
描
き
分
け
る
の
に

対
し
、大
阪
城
天
守
閣
本
で
は
明
瞭
な
差
は
見
え
ず
、岐
阜
市
歴
史

博
物
館
本
と
比
べ
る
と
後
髪
も
耳
か
ら
か
な
り
上
部
ま
で
残
さ
れ
て

い
る
。

（
７
）

砦
の
描
き
方
に
つ
い
て
も
若
干
ふ
れ
て
お
こ
う
。岐
阜
市
歴
史
博
物

館
本
と
旧
田
中
家
本
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
藤
本
氏
の
指
摘
が

あ
る
。岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
の
賤
ヶ
岳
砦
は
、板
葺
き
屋
根
、白

塀
と
鼠
塀
を
描
く
、田
中
家
旧
蔵
本
の
砦
を
左
右
に
逆
転
し
た
形

に
描
い
て
お
り
、塀
の
下
に
土
の
塁
壁
を
描
い
た
点
が
異
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、岩
崎
山
砦
、大
岩
山
砦
に
つ
い
て
は
、砦
の
名
称
は
逆
転
し

て
い
る
が
、建
物
の
配
置
を
含
め
て
構
造
は
非
常
に
よ
く
に
て
い
る
。

細
か
い
違
い
は
あ
る
が
、左
側
の
砦
の
本
丸
に
軍
配
団
扇
の
馬
印
が

描
か
れ
て
い
る
点
な
ど
も
一
致
し
て
い
る
。大
き
く
異
な
る
の
は
、狭
間

の
描
か
れ
方
だ
。旧
田
中
家
本
で
は
、長
方
形
・
円
形
・
正
三
角
形
の

狭
間
が一
列
に
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
で

は
、円
形
と
三
角
形
が
下
段
、長
方
形
が
上
段
に
な
る
よ
う
二
段
に

描
か
れ
て
い
る
。（
図
８
）上
段
の
狭
間
か
ら
は
弓
矢
の
鏃
が
頭
を
の

ぞ
か
せ
、下
段
の
円
形
・
三
角
形
の
狭
間
か
ら
は
火
縄
銃
の
銃
口
が
見

え
る
。弓
は
立
っ
て
、鉄
砲
は
腰
を
低
く
し
て
構
え
る
の
が
適
し
て
お

り
、弓
の
場
合
は
矢
が
放
物
線
を
描
く
の
で
、射
撃
方
向
よ
り
上
方
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に
標
的
が
く
る
た
め
、長
方
形
の
狭
間
が
必
要
だ
っ
た
、と
い
う
リ
ア

リ
テ
ィ
の
あ
る
描
き
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
８
）

デ
ィ
テ
ー
ル
の
描
き
方
に
注
目
し
て
も
、岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
は

大
阪
城
天
守
閣
本
に
比
べ
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
り
そ
う
だ
。少
な
く
と

も
、大
阪
城
天
守
閣
本
を
祖
本
に
し
て
、城
郭
を
は
じ
め
と
す
る
風

俗
考
証
を
ほ
ど
こ
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、む
し
ろ
岐
阜
市

歴
史
博
物
館
本
が
実
際
の
戦
国
合
戦
に
つ
い
て
の
情
報
が
残
っ
て
い

る
時
代
に
描
か
れ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。ま
た
、

砦
の
描
き
方
等
で
述
べ
た
よ
う
に
、岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
は
旧
田

中
家
本
と
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
は
確
か
で
、三
本
の
成
立
順
序

を
考
え
る
な
ら
ば
、岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
・
旧
田
中
家
本
・
大
阪

城
天
守
閣
本
と
い
う
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
作
品
の
成
立
年
代
を
い
つ
こ
ろ
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
の
構
図
は『
甫
庵
太
閤
記
』を
ベ
ー
ス
に
し
て
、さ
ら
に
聞
き

取
り
調
査
等
を
し
て
描
か
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。『
甫
庵
太
閤
記
』は
寛

永
十
四
年（
一
六
三
七
）ま
で
に
は
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、甫
庵
じ
し
ん

は
寛
永
初
年（
一
六
二
四
）に
加
賀
藩
主
前
田
利
常
に
仕
え
て
お
り
、

こ
の
作
品
が
前
田
家
周
辺
で
制
作
さ
れ
た
と
す
る
と
、刊
行
前
で
あ

っ
て
も
甫
庵
か
ら
情
報
の
提
供
を
う
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、寛

永
初
年
ま
で
上
限
を
引
き
上
げ
て
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。（
４
）で
コ
メ

ン
ト
を
紹
介
し
た
美
術
史
の
菅
原
さ
ん
も
十
七
世
紀
前
半
と
い
う

お
見
立
て
で
あ
り
、寛
永
年
間
を
あ
ま
り
く
だ
ら
な
い
時
期
の
制
作

と
考
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
９
）

戦
国
合
戦
図
屏
風
と
い
う
と
、誰
が
ど
の
よ
う
な
シ
ー
ン
で
描
か
れ
て

い
る
か
、と
い
う
分
析
と
解
説
に
主
眼
が
お
か
れ
す
ぎ
て
き
た
よ
う
に

思
う
。絵
画
を
史
料
と
し
て
解
析
す
る
試
み
は
近
年
多
く
の
成
果

を
あ
げ
て
き
た
が
、戦
国
合
戦
図
屏
風
に
つ
い
て
は
、藤
本
氏
の
研
究

を
の
ぞ
く
と
低
調
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
し
、個
別
の
作
品
研
究
に
つ

い
て
も
、十
分
な
蓄
積
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

今
後
、研
究
が
す
す
め
ば
、個
別
の
作
品
に
つ
い
て
、そ
の
年
代
観
を

修
正
す
る
必
要
の
あ
る
作
品
も
で
て
く
る
だ
ろ
う
し
、デ
ィ
テ
ー
ル
が

風
俗
画
と
し
て
研
究
対
象
に
な
り
え
る「
初
期
戦
国
合
戦
図
屏
風
」

が
増
え
て
く
れ
ば
、そ
の
分
析
を
通
じ
て
文
献
史
料
で
は
う
か
が
え

な
か
っ
た
戦
国
合
戦
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
も
語
れ
る
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
。

本
稿
は
、歴
史
系
博
物
館
が
意
識
的
に
避
け
て
き
た
戦
国
時
代
の
コ

ー
ナ
ー
で
戦
国
合
戦
図
屏
風
を
陳
列
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
つ
の
か　

と
い
う
質
問
に
対
し
て
、ぼ
く
な
り
の
回
答
と
し
て

認
め
て
み
た
。そ
の
過
程
で
、所
蔵
者
の
側
に
立
っ
た
か
な
り
恣
意
的

な
資
料
操
作
を
行
っ
た　

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
、少
し
だ

け
反
省
し
て
い
る
。そ
れ
も
屏
風
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
こ
ん
な
風
に
見
て

欲
し
い
、と
い
う
職
業
上
の
顕
著
な
病
状
と
し
て
お
許
し
い
た
だ
け
れ

ば
、望
外
の
仕
合
せ
で
す
。

了

内
田
九
州
男

「
賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風
」『
別
冊
歴
史
読
本　

１０　

戦
国
合
戦

図
屏
風
』新
人
物
往
来
社　
一
九
九
五

高
橋　

修

「
戦
国
合
戦
図
屏
風
と
紀
州
徳
川
家
」『
戦
国
合
戦
図
屏
風
の

世
界
』和
歌
山
県
立
博
物
館　
一
九
九
七

藤
本
正
行

「
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
蔵
賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風
を
読
む
」『
歴

史
読
本
ス
ペ
シ
ャ
ル
４５
』新
人
物
往
来
社　
一
九
九
四

「
入
門
戦
国
合
戦
図
屏
風
」『
別
冊
歴
史
読
本　

１０　

戦
国
合

戦
図
屏
風
』新
人
物
往
来
社　
一
九
九
五

「
戦
国
合
戦
図
屏
風
の
風
俗
考
証
ー
武
装
と
城
郭
に
つ
い
て
ー
」

『
戦
国
合
戦
図
屏
風
の
世
界
』和
歌
山
県
立
博
物
館　
一
九
九

七『
戦
国
合
戦
絵
屏
風
集
成　

二　

賤
ヶ
岳
合
戦
図
・
小
牧
長
久

手
合
戦
図
』　
一
五
八
〇　

中
央
公
論
社

同
巻
の
執
筆
者
は
桑
田
忠
親
・
岡
本
良
一・
宮
島
新
一・
内
田
九
州

男
氏
で
あ
る
。

参
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作
品
解
説

１　

賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風　
　

紙
本
著
色

　
　

 

六
曲
一
双　
　
一
二
一
・
七
×
二
六
四
・八

　
　

 
十
七
世
紀
前
半

１

｜

３・１

｜

４ 

　

こ
の
作
品
に
描
か
れ
る
砦
に
共
通
す
る
特
徴
は
、二
段
の
狭
間
を
も
つ
塀

を
め
ぐ
ら
し
、中
に
板
葺
の
建
物
を
描
く
点
で
あ
る
。但
し
、賤
ヶ
岳
砦
に

関
し
て
二
点
例
外
が
あ
る
。ひ
と
つ
土
塁
の
上
に
塀
を
築
く
こ
と
と
本
丸

曲
輪
を
と
り
ま
く
壁
を
漆
喰
で
仕
上
げ
て
い
る
点
で
、後
者
は
旧
田
中

家
本
に
も
通
じ
る
特
徴
で
あ
る
。

　

賤
ヶ
岳
砦
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
旗
指
物
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。左
端
に
秀
吉

の
馬
印
、金
瓢
箪
が
描
か
れ
て
い
る
が
、豊
臣
家
を
象
徴
す
る
赤
の
吹
貫

は
み
ら
れ
な
い
。ま
た
、丹
羽
長
秀
の
軍
勢
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
も
な

い
。賤
ヶ
岳
砦
の
左
下
に
中
野
又
兵
衛
一
安
の
守
る
砦
が
描
か
れ
て
い
る

の
も
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
の
特
徴
で
あ
る
。一
安
は
賤
ヶ
岳
七
本
槍

の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
小
豆
坂
七
本
槍
の
一
人
で
あ
る
が
、賤
ヶ
岳
合
戦
時
の

具
体
的
な
戦
功
は
不
明
で
。こ
の
又
兵
衛
は
大
阪
城
天
守
閣
本
・
旧
田

中
家
本
で
は
秀
吉
の
す
ぐ
前
方
に
描
か
れ
て
い
る
。こ
の
図
の
左
方（
二

扇
三
扇
に
ま
た
が
る
上
方
）に
羽
柴
秀
長
が
守
備
し
た
田
上
山
砦
が
描

か
れ
て
い
る
。

１

｜

５　

　

柴
田
軍
攻
撃
に
出
撃
す
る
秀
吉
勢
で
あ
る
。長
大
な
槍
を
も
っ
た一
団
が

先
頭
に
立
ち
、や
や
さ
が
っ
た
位
置
に
鉄
砲
・
弓
矢
を
も
っ
た
兵
が
続
く
、

刀
だ
け
を
も
っ
た
兵
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
の
も
岐
阜
市
歴
史
博

物
館
本
の
特
徴
で
あ
る
。旗
指
物
は
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見

え
、卍
が
蜂
須
賀
家
政
、丸
に
十
の
字
が
加
藤
嘉
明
、沢
瀉
が
福
島
正
則

を
示
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

１

｜

６・１

｜

７・１

｜

８

　

琵
琶
湖
を
追
撃
す
る
秀
吉
軍
。大
阪
城
天
守
閣
本
で
こ
の
シ
ー
ン
は
左

隻
に
描
か
れ
、琵
琶
湖
湖
畔
で
な
く
、余
呉
湖
側
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。し

か
し
、絵
師
に
と
っ
て
、地
理
的
な
位
置
関
係
を
正
確
に
絵
画
化
す
る
こ

と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
え
な
い
。大
阪
城
天
守
閣
本
と
の
比
較

で
は
、枝
弦
の
旗
指
物
を
羽
柴
秀
勝
と
と
も
に
追
撃
す
る
木
村（
隼
人
）

重
茲
勢
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、左
隻
に
描
か
れ
る
木
村（
隼
人
）重
茲
が

守
備
し
た
神
明
山
砦
の
旗
指
物
と
は
一
致
し
な
い
。

１

｜
９　
　

　

柴
田
勝
安
は 

賤
ヶ
岳
の
峰
筋
に
あ
る
堀
切
を
防
御
戦
と
し
て
佐
久
間

盛
政
の
撤
退
を
助
け
た
。（『
甫
庵
太
閤
記
』）。岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本

は
そ
の
堀
切
を
顕
著
に
描
い
て
み
せ
、そ
こ
を
越
え
た
あ
た
り
で
、賤
ヶ
岳

作
品
解
説

七
本
槍
の
活
躍
を
描
く
が
、個
人
の
特
定
ま
で
は
で
き
な
い
。

　

他
本
と
の
比
較
で
、白
柄
弦
が
脇
坂
、金
扇
を
平
野
、さ
ら
に
赤
地
に
日

輪
を
加
藤
清
正
あ
た
り
に
比
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、岐
阜
市
歴

史
博
物
館
本
を
賤
ヶ
岳
合
戦
図
屏
風
の
祖
本
と
見
る
考
え
方
か
ら
は
、

人
物
比
定
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

１

｜

１０
・１

｜

１１

　

金
の
鎌
付
槍
と
金
熊
が
勝
安
の
馬
印
、裾
赤
黒
白
段
々
の
旗
が
勝
安
の

旗
で
あ
る
。そ
れ
以
外
に
も
、黒
地
に
金
で
家
紋
を
描
い
た
個
人
を
表
す

さ
ま
ざ
ま
な
旗
が
見
え
る
。馬
印
の
す
ぐ
左
に
あ
る
雁
金
の
旗
は
勝
安

が
勝
家
の
養
子
で
あ
っ
た
こ
と
に
ち
な
む
の
だ
ろ
う
。な
お
、こ
の
旗
は
背

に
指
す
の
で
は
な
く
、手
で
前
に
持
っ
て
い
る
。大
阪
市
歴
史
博
物
館
本

『
関
ヶ
原
合
戦
図
屏
風
』な
ど
で
は
、背
に
指
し
旗
の
先
端
か
ら
の
び
た
紐

を
手
で
握
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、当
世
具
足
が
普
及
し
て
い
な
い
時

代
に
は
こ
の
よ
う
な
支
え
方
を
し
た
と
考
え
る
方
が
合
理
的
だ
と
思
う
。

１

｜

１２　
　

　

琵
琶
湖
を
撤
兵
す
る
柴
田
勢
で
あ
る
。こ
の
一
群
は
左
隻
の
佐
久
間
盛

政
を
先
頭
に
、右
隻
ま
で
続
い
て
い
る
。白
黒
斜
め
分
け
、白
赤
斜
め
分

け
、白
黒
斜
め
分
け
に
日
の
丸
は
徳
山
規
秀
の
軍
勢
で
、貼
札
に
も
徳
山

五
兵
衛
退
散
処
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、規
秀
は
特
定
で
き
な
い
。さ
ら
に

後
方
の
黒
白
段
々
斜
め
分
け
の
旗
は
不
破
勝
光
の
軍
勢
だ
ろ
う
。

１

｜

１３

　

鷹
の
羽
を
腰
に
さ
し
て
左
か
ら
攻
め
て
い
る
の
は
佐
久
間
久
衛
門
勢
、右

か
ら
攻
め
て
い
る
三
引
両
の
旗
の
軍
勢
は
佐
久
間
盛
政
の
軍
勢
で
あ
る
。

右
側
の
注
記
に
は
不
破
彦
三
・
徳
山
五
兵
衛
の
名
も
見
え
る
が
、右
側
の

日
の
丸
の
旗
が
徳
山
勢
と
思
わ
れ
る
だ
け
で
、不
破
勢
は
描
か
れ
て
い
な

い
。

　

な
お
、右
隻
全
体
の
構
図
は
下
方
に
琵
琶
湖
が
あ
る
た
め
、琵
琶
湖
側
か

ら
み
た
景
観
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、そ
う
す
る
と
大
岩
山
砦
・
岩
崎
山

砦
の
位
置
関
係
が
逆
転
す
る
。こ
の
部
分
は
下
方
に
描
か
れ
る
余
呉
湖

側
か
ら
見
た
配
置
な
の
で
あ
る
。

１

｜

１５　
　

　

大
岩
山
砦
を
左
方
か
ら
佐
久
間
盛
政
、右
側
か
ら
徳
山
勢
が
攻
撃
を
し

か
け
て
い
る
。佐
久
間
玄
蕃
・
同
久
衛
門
・
不
破
彦
三
・
徳
山
五
兵
衛
が
攻

め
落
と
し
た
と
注
記
に
あ
る
が
、久
衛
門
勢
、不
破
勢
は
は
っ
き
り
し
な

い
。

　

佐
久
間
盛
政
の
右
方
、柵
を
越
え
て
、赤
の
陣
羽
織
を
羽
織
り
采
配
を

も
っ
て
い
る
人
物
は
、南
蛮
文
化
館
本
等
の
貼
札
で
は
、拝
郷
五
左
衛
門

で
あ
る
。そ
の
左
に
扇
を
旗
印
に
し
て
い
る
一
隊
と
そ
の
最
後
尾
で
、日
の

丸
の
軍
配
団
扇
を
も
っ
て
騎
乗
し
て
い
る
人
物
も
有
力
武
将
と
思
わ
れ

る
が
、特
定
で
き
な
い
。

　

な
お
、他
本
で
は
城
門
の
前
に
、中
川
清
秀
と
近
藤
無
一
郎
の
槍
あ
わ
せ

を
描
い
て
い
る
。

１

｜

１６　
　

　

こ
の
一
隊
の
柴
田
勢
の
旗
指
物
は
、柴
田
勝
安
陣（
１

｜

１１
）と
共
通
し
、

勝
安
の
敗
残
兵
と
思
わ
れ
る
。

１

｜

１７　

　

右
隻
か
ら
続
く
、撤
兵
中
の
佐
久
間
盛
政
勢
で
あ
る
。先
頭
に
は
注
記
と

三
引
両
の
吹
流
し
が
あ
り
、佐
久
間
盛
政
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、右

隻
大
岩
山
砦
攻
め（
１

｜

１５
）の
出
で
立
ち
と
は
一
致
せ
ず
、む
し
ろ
勝
安

（
１

｜

１０
）に
近
い
。担
架
で
負
傷
者
を
運
搬
す
る
描
写
も
珍
し
い
だ
ろ

う
。

１

｜

１９　

　

鍾
馗
に
金
の
日
の
丸
軍
配
の
馬
印
、梅
鉢
紋
の
旗
が
た
な
び
く
前
田
利

家
陣
で
あ
る
。

　
「
前
田
利
家
が
二
千
余
の
人
数
を
二
段
に
備
え
た
」と
い
う
記
事
は『
甫

庵
太
閤
記
』に
よ
る
。

１

｜

２０　

　

右
端
に
柴
田
勝
家
の
馬
印
が
あ
る
が
、そ
の
周
辺
に
は
、勝
家
の
雁
金
の

旗
で
は
な
く
、裾
赤
白
黒
段
々
の
柴
田
勝
安
陣
の
旗
が
見
え
る
。よ
っ
て
、

こ
の
砦
は
勝
家
が
在
陣
し
て
い
る
の
で
な
く
、勝
家
か
ら
馬
印
を
う
け
と

り
、最
期
の
迎
撃
体
制
を
と
と
の
え
る
た
め
毛
受
勝
助
が
入
城
し
た
林

谷
山
砦（『
甫
庵
太
閤
記
』）と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

１

｜

２１
・１

｜

２２　
　

　

金
の
御
幣
の
馬
印
の
前
方
、騎
乗
し
た
人
物
が
毛
受
勝
助
と
思
わ
れ
る
。

２　

大
坂
夏
の
陣
図
屏
風　
　

紙
本
著
色

　
　

 

六
曲
一
双　
　
一
二
九・九
×
二
八
一
・六

　
　

 

十
八
世
紀
後
半

　
一
九
八
七
年
大
阪
城
天
守
閣
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展『
大
阪
城
四
〇
〇

年
の
歴
史
』で
見
出
さ
れ
た
屏
風
で
あ
る
。当
時
は
九
州
に
伝
来
し
て
い

た
。当
時
の
図
録
と
比
べ
る
と
、上
下
段
の
金
の
槍
霞
の
形
状
が
こ
と
な

り
、こ
の
部
分
は
近
年
に
な
っ
て
補
修
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。画
面
を
上
下
に
区
画
す
る
槍
霞
も
不
自
然
に
背
景
や
人
物
を
隠
し

て
し
ま
う
部
分
も
あ
り
、こ
れ
も
比
較
的
新
し
い
時
期
に
修
理
さ
れ
た

も
の
だ
ろ
う
。な
お
、石
川
県
立
歴
史
博
物
館
本『
大
坂
夏
の
陣
図
屏

風
』は
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
本
の
左
隻
に
あ
た
る
。
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２

｜

1
・２

｜

２

　

右
隻
上
段
は
真
田
幸
村
・
下
段
は
後
藤
又
兵
衛
と
い
う
大
坂
方
の
ス
ー
パ

ー
ス
タ
ー
の
最
期
の
戦
い
を
描
い
て
い
る
。上
段
の
左
側
に
見
え
る
の
は
、

真
田
幸
村
が
最
期
に
布
陣
し
た
茶
臼
山
で
あ
る
。現
実
の
茶
臼
山
は
全

長
二
〇
〇ｍ
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
が
、絵
師
は
こ
れ
を
広
大
な
丘
の
よ

う
に
描
い
て
い
る
。左
隻
は
大
坂
夏
の
陣
の
最
終
局
面
、天
王
寺
口
、岡

山
口
の
戦
い
を
描
い
て
い
る
。

２

｜

３

　

重
要
な
人
物
に
実
際
は
着
用
し
た
は
ず
の
な
い
大
鎧
風
の
い
で
た
ち
で

登
場
さ
せ
る
の
は
、大
阪
城
天
守
閣
本『
大
坂
夏
の
陣
図
屏
風
』の
徳
川

家
康
の
表
現
に
見
え
る
が
、江
戸
時
代
に
な
っ
て
武
将
の
権
威
・
格
式
を

表
す
た
め
、復
古
調
の
鎧
が
大
名
家
な
ど
で
象
徴
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、戦
国
合
戦
図
屏
風
に
も
大
鎧
風
の
甲
冑
が
多
数
描
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。松
平
忠
直
の
具
足
は
、鳩
尾
板
・
栴
檀
板
は
描
か
れ
ず
、

草
摺
の
形
状
も
大
鎧
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、胴
正
面
は
平
面
で
弦
走
韋

が
は
ら
れ
る
と
い
う
大
鎧
風
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

忠
直
の
前
に
見
え
る
松
平
伊
予
守
忠
昌
は
、忠
直
の
弟
、忠
直
改
易
後
、

越
前
北
庄
を
継
承
し
た
。

２

｜

４

　

中
期
戦
国
合
戦
図
屏
風
の
特
質
は
文
学
に
よ
る
歴
史
の
再
構
成
で
あ

る
。戦
記
文
学
は
歴
史
に
踊
ら
さ
れ
た
個
人
の
き
ら
め
き
に
フ
ォ
ー
カ
ス

し
な
が
ら
、叙
事
で
は
な
く
叙
情
を
語
ろ
う
と
す
る
。そ
の
影
響
は
、戦
国

合
戦
図
屏
風
の
戦
い
の
場
面
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。『
賤
ヶ
岳
合

戦
図
屏
風
』と
こ
の
シ
ー
ン
を
比
べ
る
と
、人
物
の
特
定
が
可
能
で
あ
る

他
に
も
、鉄
砲
や
弓
矢
と
い
っ
た
飛
び
道
具
が
ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
、主

と
し
て
刀
や
短
め
の
槍
を
手
に
生
死
を
賭
し
た
一
対
一
の
対
決
の
場
面
が

多
く
描
か
れ
て
い
る
。左
端
は
野
元（
本
）右
近
、右
近
と
対
峙
す
る
武

将
は
御
宿
政
友
だ
ろ
う
。そ
の
左
上
の
大
谷
大
学
は
大
谷
吉
継
の
子
で

あ
る
。

２

｜

５

　

長
刀
を
両
手
に
持
ち
、白
馬
で
駆
け
抜
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
真
田
幸

村
で
あ
る
。「
真
田
其
日
の
装
束
に
は
、緋
縅
の
鎧
に
、抱
角
打
つ
た
る
冑

に
白
熊
つ
け
て
猪
首
に
着
な
し
」と
い
う『
難
波
戦
記
』の
記
述
に
合
致

す
る
。幸
村
の
上
方
に
は
渡
辺
糺
、茶
臼
山
の
向
こ
う
側
に
は
大
坂
七
手

組
の
う
ち
真
野
頼
包
・
野
野
村
吉
安
・
中
島
氏
種
・
堀
田
盛
重
が
描
か
れ

て
い
る
。

２
｜

６・２
｜

７　

　

こ
の
孤
立
し
た
一
隊
を
囲
む
東
軍
諸
将
の
顔
ぶ
れ
か
ら
、そ
の
中
央
で
采

配
を
も
っ
た
馬
上
の
人
物
が
後
藤
基
次
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
難
波

戦
記
』は
基
次
の
出
で
立
ち
を
黒
糸
威
の
鎧
、總
白
の
旗
、黒
半
月
の
馬

印
と
記
す
が
、こ
の
作
品
に
は
一
致
し
な
い
。し
か
し
、後
藤
基
次
の
旗
を

白
黒
段
々
と
す
る
記
述（『
三
和
休
庵
咄
』）も
あ
り
、絵
師
は
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
を
も
と
に
こ
の
絵
を
構
成
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

２

｜

８・２

｜

９　
　
　

　

右
側
か
ら
後
藤
基
次
隊
を
囲
む
軍
勢
は
貼
札
か
ら
甲
斐
庄
喜
右
衛
門
・

桑
山
貞
晴
な
ど
が
特
定
で
き
る
が
、こ
の
一
隊
の
主
役
は
水
野
勝
成
で
あ

る
。二
階
傘
の
上
に
切
り
裂
き
を
付
け
た
馬
印
、水
色
に
永
楽
通
宝
の
旗

は
勝
成
の
も
の
で
あ
る
。

２

｜

１０　
　
　
　
　

　

左
側
か
ら
後
藤
基
次
隊
を
囲
む
軍
勢
の
中
心
は
日
の
丸
の
軍
扇
を
手
に

し
た
隻
眼
の
武
将
・
伊
達
政
宗
。そ
の
左
上
に
描
か
れ
る
松
平
忠
明
は
奥

平
信
昌
の
四
男
で
徳
川
家
康
の
外
孫
に
あ
た
る
伊
勢
亀
山
城
主
。夏
の

陣
で
は
、加
納
藩
を
含
む
美
濃
諸
将
も
束
ね
出
陣
し
た
。そ
の
た
め
、そ

の
後
方
に
遠
山
友
政（
苗
木
藩
主
）・
徳
永
昌
重（
高
須
藩
主
）と
い
っ
た

美
濃
の
領
主
が
描
か
れ
て
い
る
。

２
｜

１１　

　

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
本
の
貼
札
か
ら
こ
の
頭
上
に
棒
の
よ
う
な
も
の

を
ふ
り
あ
げ
た
人
物
が
本
多
忠
朝
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
難
波
戦
記
』に
は
こ
の
日
の
忠
朝
の
装
い
を
黒
糸
威
の
鎧
、鹿
角
の
冑
、

蜻
蛉
切
の
大
身
槍
と
記
し
て
い
る
が
そ
れ
に
は
一
致
し
な
い
。し
か
し
、『
難

波
戦
記
』に
は
、忠
朝
が
上
総
大
多
喜
城
を
出
陣
す
る
際
、八
尺
ば
か
り

で
手
元
三
尺
ほ
ど
丸
く
し
て
あ
る
八
角
の
鉄
棒
を
前
に
立
て
上
洛
し
て

き
た
こ
と
も
伝
え
て
お
り
、そ
れ
を
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。忠
朝
の

後
方
に
は
徳
川
四
天
王
の
ひ
と
り
榊
原
康
政
の
孫
に
あ
た
る
大
須
賀
忠

次
も
描
か
れ
て
い
る
。

２

｜

１２　
　

　

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
本
の
貼
札
か
ら
紺
糸
威
の
鎧
を
着
て
、馬
上
で

采
配
を
ふ
る
う
人
物
が
毛
利
勝
永
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。そ
の
前
に
描

か
れ
る
鳥
毛
の
輪
貫
は
勝
永
の
馬
印
で
あ
る
。

２

｜

１５　

　

岡
山
口
か
ら
攻
め
た
の
は
前
田
利
常
を
先
鋒
と
す
る
部
隊
で
、梅
鉢
文

が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
え
る
。

２

｜

１６　

２

｜

１７　

　

鉈
紋
の
旗
の
大
野
治
房
勢
、豊
臣
家
を
象
徴
す
る
赤
い
吹
貫
は
大
野
治

胤
勢
の
も
の
で
、す
で
に
城
外
で
の
戦
い
に
破
れ
、城
内
へ
逃
げ
込
ん
で
い

る
。胴
正
面
に
鉈
紋
を
描
い
た
赤
糸
威
の
大
鎧
風
の
鎧
を
身
に
ま
と
う

の
は
大
野
治
房
で
あ
ろ
う
か
。

３　

関
ヶ
原
合
戦
図
屏
風　
　

紙
本
著
色

　
　

 

六
曲
一
隻　
　

十
九
世
紀

　
　

 

一
五
五・
七
×
三
五
七
・八

　

石
田
三
成
本
陣
側
か
ら
、島
津
勢
の
活
躍
や
宇
喜
田
秀
家
と
福
島
正
則

の
戦
い
を
大
き
く
と
り
あ
げ
た
独
特
な
構
図
の
関
ヶ
原
合
戦
図
屏
風
で

あ
る
。

　

家
康
の
描
き
方
、画
面
中
央
に
鍾
馗
の
旗
を
印
象
的
に
配
置
す
る
手
法

な
ど
か
ら
、福
井
県
立
歴
史
博
物
館
本『
姉
川
合
戦
図
屏
風
』と
同
一
工

房
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。『
姉
川
合
戦
図
屏
風
』は
天
保

八
年（
一
八
三
七
）三
月
、林
義
親
の
手
に
な
る
作
品
で
、こ
の
作
品
も
そ

れ
に
近
い
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

但
し
、姉
川
合
戦
図
屏
風
と
比
べ
る
と
、戦
場
が
広
大
で
あ
る
た
め
、画

中
に
山
並
み
や
樹
木
な
ど
を
印
象
的
に
配
置
し
、遠
近
法
を
大
胆
に
取

り
入
れ
て
お
り
、時
代
も
さ
ら
に
降
る
だ
ろ
う
。武
将
た
ち
は
躍
動
感
に

あ
ふ
れ
、同
時
代
の
錦
絵
の
武
者
絵
に
近
い
感
覚
で
あ
る
が
、三
扇
〜
四

扇
上
部
の
樹
木
や
土
坡
の
表
現
な
ど
に
、大
和
絵
系
あ
る
い
は
円
山
四

条
派
系
の
描
法
も
見
ら
れ（
菅
原
真
弓
氏
ご
教
示
）、こ
の
屏
風
製
作
に

関
与
し
た
工
房
の
多
様
性
が
う
か
が
え
る
。

３

｜

２　

　

松
尾
山
の
小
早
川
勢
と
対
峙
す
る
大
谷
吉
継
勢
で
あ
る
。こ
の
図
の
右

下
に
は
、小
早
川
秀
秋
と
と
も
に
東
軍
に
寝
返
っ
た
朽
木
元
綱
・
脇
坂
安

治
ら
が
描
か
れ
る
が
、進
行
方
向
は
大
谷
陣
に
切
り
か
か
る
の
で
な
く
、

屏
風
の
右
側
へ
フ
ェ
イ
ド
ア
ウ
ト・
退
却
す
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。絵
師
の

思
い
が
伝
わ
っ
て
き
そ
う
で
あ
る
。

３

｜

３　
　

　

大
谷
吉
継
は
軍
記
物
で
は
大
谷
吉
隆
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。吉

継
は
重
度
の
ハ
ン
セ
ン
氏
病
を
患
っ
て
い
た
が
、こ
こ
で
は
堂
々
た
る
武
者

ぶ
り
で
あ
る
。貼
札
は
大
谷
刑
部
少
輔
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
形
部
少
輔

と
記
し
て
い
る
。こ
の
屏
風
を
需
要
し
た
層
が
従
来
の
戦
国
合
戦
図
の
よ

う
に
上
級
の
武
士
で
あ
っ
た
ら
あ
り
え
な
い
誤
り
で
あ
ろ
う
。

３

｜

４・３

｜

５　
　

　

こ
の
場
面
で
絵
師
が
描
き
た
か
っ
た
の
は
後
藤
又
兵
衛
基
次
で
あ
る
。黒

の
鎧
、黒
半
月
の
前
立
は
又
兵
衛
基
次
の
象
徴
で
あ
る
。

３

｜

６・３

｜

７・３

｜

８

　

こ
の
屏
風
の
中
で
主
役
級
の
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
東
軍
の
武
将
は
福
島

正
則
で
あ
る
。正
則
は
関
ヶ
原
合
戦
で
の
戦
功
に
よ
り
、安
芸
広
島
城
主

と
な
っ
た
が
、後
に
城
の
修
築
を
名
目
に
改
易
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。こ
の
屏

風
を
描
い
た
絵
師
の
心
情
が
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
『
関
ヶ
原
軍
記
大
全
』で
は
、宇
喜
多
の
旗
印
を
太
鼓
、福
島
の
旗
印
を
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山
道
と
記
し
て
い
る
。山
道
文
は
大
阪
市
歴
史
博
物
館
本『
関
ヶ
原
合

戦
図
屏
風
』を
は
じ
め
基
本
的
に
縦
方
向
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
る
が
、こ
の

屏
風
の
絵
師
は
そ
れ
を
横
方
向
に
し
て
描
き
、太
鼓
文
に
い
た
っ
て
は
、馬

印
の
上
部
に
太
鼓
を
描
い
て
み
せ
て
い
る
。

３

｜

１０
・３

｜

１１
・３

｜

１２
・３

｜

１３
・３

｜

１４
・３

｜

１５　

　

島
左
近
の
姿
は
、懐
中
か
ら
水
晶
の
珠
数
を
取
出
し
て
襟
に
懸
け
、白
柄

の
長
刀
を
も
っ
て
本
多
勢
・
井
伊
勢
と
戦
っ
た
と
い
う『
関
ヶ
原
大
全
』の

記
述
に
従
っ
て
い
る
。

　

突
出
す
る
島
隊
の
先
陣
に
は
島
新
吉
郎
が
描
か
れ
て
い
る
。新
吉
郎
は

左
近
の
子
、藤
堂
玄
蕃
を
討
ち
取
っ
た
も
の
の
、そ
の
郎
党
に
討
ち
取
ら

れ
て
し
ま
っ
た
。こ
の
場
面
で
新
吉
郎
と
対
峙
す
る
の
は
藤
堂
仁
右
衛

門
、仁
右
衛
門
は
大
谷
吉
継
の
臣
・
湯
浅
五
助
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
知
ら

れ
て
い
る
人
物
で（
４

｜

１６
）、玄
蕃
は
さ
ら
に
後
方
に
描
か
れ
て
い
る
。

３

｜

１６
・３

｜

１７　
　

　

星
文
様
の
軍
配
団
扇
を
手
に
す
る
馬
上
の
石
田
三
成
は
鳩
尾
板
・
栴
檀

板
も
描
か
れ
た
赤
糸
威
の
大
鎧
を
着
て
い
る
。そ
の
ま
わ
り
に
は
多
く
の

家
臣
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。な
お
、石
田
陣
の
左
側
に
は
、石
田
陣
に
攻

め
入
る
織
田
有
楽
・
竹
中
重
門
・
細
川
忠
興
勢
が
描
か
れ
て
い
る
。

３

｜

１８
・３

｜

１９　
　

　

徳
川
家
康
の
描
か
れ
方
は『
姉
川
合
戦
図
屏
風
』に
酷
似
し
、同
一
工
房

作
と
み
な
す
ひ
と
つ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。家
康
の
周
り
に
は
旗
本
ク
ラ

ス
が
な
ら
び
、や
や
離
れ
て
大
須
賀
忠
政
・
奥
平
忠
昌
・
、松
平
忠
明
ら
有

力
武
将
が
ひ
か
え
て
い
る
。さ
ら
に
そ
の
下
方
に
酒
井
重
忠
の
率
い
る
一

隊
が
描
か
れ
て
い
る
。

３

｜

２０
・３

｜

２１
・３

｜

２２　

　

島
津
勢
の
中
で
も
、義
弘
は
後
姿
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、叔
父
義

弘
を
逃
れ
さ
せ
る
た
め
に
戦
死
し
た
と
い
う
豊
久
を
大
き
く
描
く
。対

峙
す
る
東
軍
は
家
康
の
四
男
で
関
ヶ
原
で
初
陣
を
飾
っ
た
松
平
忠
吉
と

加
藤
嘉
明
で
あ
る
。

４　

関
ヶ
原
合
戦
図
絵
巻　
　

紙
本
淡
彩　

二
巻

　
　

 

上
巻
四
二・九
×
一
二
二
六・五

　
　

 

下
巻
四
二・九
×
一
二
九
九・
〇　

十
九
世
紀

　

類
本
が
多
数
知
ら
れ
て
い
る
が
、上
巻
も
し
く
は
下
巻
が
単
独
で
伝
来

す
る
こ
と
も
多
い
。祖
本
は
江
戸
時
代
中
期
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。絵
巻
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
作
品
を
調

べ
た
形
跡
が
あ
り
、家
康
を
描
く
こ
と
に
対
し
て
の
タ
ブ
ー
も
強
く
働
い

て
い
る
。十
八
世
紀
と
し
て
も
比
較
的
早
い
段
階
に
原
本
が
成
立
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

全
貌
は『
戦
国
合
戦
図
絵
屏
風
集
成　

三　

関
ヶ
原
合
戦
』中
央
公
論

者
一
九
八
〇
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、シ
ー
ン
の
前
後
関
係
が
異
な
っ
て
お

り
、原
本
の
構
成
に
つ
い
て
は
、類
本
の
集
成
が
必
要
だ
ろ
う
。

４

｜

１　

　

家
康
を
の
ぞ
く
五
大
老（
浮
田
秀
家
・
前
田
利
家
・
毛
利
輝
元
・
上
杉
景

勝
）と
五
奉
行（
石
田
三
成
・
前
田
玄
以
・
浅
野
長
政
・
長
束
正
家
・
増
田

長
盛
）と
三
中
老（
堀
尾
吉
晴
・
中
村
一
氏
・
生
駒
親
政
）。こ
の
場
に
家

康
が
描
か
れ
な
い
の
は
、家
康
を
描
く
こ
と
に
対
し
て
の
タ
ブ
ー
が
働
い
た

か
ら
で
あ
る
。

４

｜

２　

　

絵
巻
に
記
さ
れ
る
徳
川
軍
の
配
置
は
本
丸
が
鳥
居
彦
右
衛
門（
元
忠
）、

西
の
丸
が
内
藤
弥
次
右
衛
門（
家
長
）、名
古
屋
丸
が
松
平
五
右
衛
門

（
近
正
）、大
手
守
将
が
松
平
主
殿
助（
家
忠
）で
あ
る
。

４

｜

３　

　

五
大
老
五
奉
行
三
中
老
は『
太
閤
記
』に
は
登
場
す
る
用
語
。同
時
代

史
料
で
は
五
大
老
が
奉
行
、五
奉
行
が
年
寄
と
よ
ば
れ
、三
中
老
は
実

態
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
。

４

｜

４　

　
『
関
ヶ
原
軍
記
大
全
』に
よ
る
と
、徳
川
軍
は
大
手
口
を
あ
け
わ
た
し
、二

の
丸
以
下
に
兵
を
集
結
さ
せ
た
。押
し
寄
せ
る
西
軍
に
対
し
、松
平
家
忠

ら
は
二
の
丸
門
を
開
き
、討
っ
て
出
て
大
活
躍
し
た
。

　

甲
賀
出
身
の
鵜
飼
藤
助
は
長
束
正
家
の
臣
。正
家
は
伏
見
城
松
丸
に
徳

川
方
と
し
て
甲
賀
衆
が
籠
城
し
て
い
た
の
を
知
り
、鵜
飼
藤
助
に
命
じ

て
、内
応
し
な
け
れ
ば
妻
子
を
捕
縛
し
磔
刑
に
処
す
る
旨
を
矢
文
に
し

て
射
さ
せ
た
。

４

｜

５　

　

奮
戦
す
る
内
藤
家
長
と
鳥
居
元
忠
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

鳥
居
元
忠
は
自
刃
を
す
す
め
た
家
臣
に
対
し
、一
人
で
も
多
く
の
敵
を

倒
し
、伏
見
城
に
西
軍
を
ひ
き
と
め
る
の
が
使
命
で
あ
る
と
断
り
、最
期

ま
で
奮
闘
し
た
。『
常
山
紀
談
』に
よ
れ
ば
、戦
い
疲
れ
て
玄
関
に
腰
を
か

け
て
い
た
元
忠
の
前
に
雑
賀
孫
市
重
次
が
あ
ら
わ
れ
た
。元
忠
は
名
を

な
の
り
、自
刃
し
て
首
を
わ
た
し
た
。

４

｜

６　

　

岐
阜
城
を
め
ざ
し
、河
田
渡
を
す
す
む
東
軍
。一
柳
直
政
が
先
頭
に
描

か
れ
る
。後
続
部
隊
の
上
部
に
堀
尾
忠
氏
の
家
臣
が
夜
中
ぬ
け
が
け
し
て

川
を
渡
っ
た
と
記
し
て
い
る
が
、出
典
は
不
明
。堀
尾
忠
晴（
忠
氏
の
長

男
）は
一
柳
が
川
下
に
む
か
う
の
を
見
て
、容
易
に
わ
た
る
瀬
が
あ
る
と

判
断
し
、後
に
続
い
た
。『
関
ヶ
原
軍
記
大
全
』に
よ
れ
ば
、こ
の
戦
い
の
一

番
首
は
一
柳
家
臣
大
塚
権
太
夫
が
秀
信
家
臣
武
市
善
兵
衛
か
ら
あ
げ

た
。そ
の
権
太
夫
も
飯
沼
小
勘
平
に
討
た
れ
て
し
ま
う
。

　

池
田
長
吉
は
池
田
輝
政
の
弟
。『
関
ヶ
原
軍
記
大
全
』に
よ
れ
ば
、小
勘

平
は
馬
を
手
に
入
れ
る
た
め
長
吉
に
声
を
か
け
、ふ
た
り
の
戦
い
が
は
じ

ま
っ
た
。こ
の
時
、池
田
家
臣
伊
藤
與
十
郎
は
長
吉
に
か
わ
っ
て
戦
お
う
と

し
た
が
、か
え
っ
て
長
吉
に「
汝
は
見
物
し
ろ
」と
た
し
な
め
ら
れ
た
。小
勘

平
は
大
塚
と
の
奮
闘
に
よ
る
負
傷
も
あ
り
、長
吉
に
討
た
れ
た
。

４

｜

７　

　

四
角
に
囲
ま
れ
た
人
名
は
大
塚
権
太
夫
と
武
市
善
兵
衛
で
あ
る
が
、具

足
の
描
か
れ
方
な
ど
は
前
段
と
符
号
せ
ず
、他
本
と
の
比
較
か
ら
、小
さ

く
記
さ
れ
た
津
田
藤
三
郎
と
兼
松
正
吉
の
一
騎
打
ち（
決
着
つ
か
ず
）を

描
い
た
も
の
で
よ
さ
そ
う
だ
。

　

藤
三
郎
と
、正
吉
と
の
一
騎
打
ち
は
太
田
牛
一
の『
内
府
公
軍
記
』に
も

記
さ
れ
当
初
か
ら
こ
の
戦
い
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
っ
た
。

４

｜

８　

　

浮
田
中
納
言
秀
家
は
岐
阜
中
納
言
秀
信
の
誤
り
。『
関
ヶ
原
軍
記
大

全
』に
よ
れ
ば
、河
田
で
の
敗
戦
を
伝
え
た
の
は
佐
々
弥
三
郎
。秀
信
は

自
ら
救
援
に
出
向
こ
う
と
し
た
が
、津
田
藤
三
郎
が
お
し
と
ど
め
、秀
信

は
岐
阜
城
に
退
い
た
。

４

｜

９　

　
『
関
ヶ
原
軍
記
大
全
』で
は
、藤
三
郎
は
岐
阜
城
攻
防
戦
で
も
大
奮
闘
し

た
。

　
『
関
ヶ
原
軍
記
大
全
』に
よ
れ
ば
、福
島
家
臣
・
吉
村
又
右
衛
門
が
、岐
阜

城
の
一
番
乗
り
で
、櫓
の
窓
か
ら
指
物
を
出
し
た
。し
か
し
、こ
こ
で
窓
か

ら
出
さ
れ
て
い
る
の
は
傘
で
、こ
れ
は『
岐
阜
落
城
軍
記
』の
秀
信
が
開
城

の
合
図
に
笠
を
振
り
上
げ
た
こ
と
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。そ
の
左
、白
黒

段
々
の
旗
を
細
川
越
中
守
忠
興
と
す
る
の
は
誤
り
。細
川
家
の
旗
は
九

曜
星
で
、白
黒
段
々
は
池
田
輝
政
で
あ
る
。

４

｜

１０　

　
『
関
ヶ
原
軍
記
大
全
』で
は
、大
垣
か
ら
岐
阜
城
救
援
の
た
め
合
渡
に
着

陣
し
た
の
は
、浮
田
・
石
田
・
小
西
勢
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
、石
田
三
成
と

島
津
軍
の
旗
が
描
か
れ
て
い
る
。実
際
に
は
、島
津
義
弘
が
着
陣
し
て
い

た
の
は
墨
俣
で
あ
る
。『
武
辺
雑
談
』に
よ
れ
ば
、合
渡
に
陣
す
る
西
軍
に

対
し
、東
軍
は
田
中
吉
政
の
馬
取
り
惣
八
に
瀬
踏
み
さ
せ
た
。惣
八
は
機

転
を
き
か
せ
、川
が
深
く
流
れ
が
速
い
真
似
を
し
な
が
ら
、吉
政
に
め
く

ば
せ
し
た
。そ
の
行
賞
と
し
て
、惣
八
は
侍
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
、合
渡

三
郎
右
衛
門
と
名
乗
っ
た
。

　

黒
田
長
政
に
仕
え
て
い
た
後
藤
又
兵
衛
は
。合
渡
川
を
前
に
評
定
す
る

東
軍
の
席
で「
川
を
討
死
の
場
と
き
は
め
ら
れ
ん
事
然
る
べ
し
。し
か
ら
ず

は
男
子
に
て
は
候
ま
じ
」と
大
言
し
た
こ
と
が
、『
常
山
紀
談
』に
あ
る
。
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４

｜

１１　
　

　

仙
石
秀
久
、本
多
忠
政
、牧
野
康
成
、森
忠
政
、榊
原
康
政
の
旗
が
み
え

る
。

　

真
田
隠
岐
守
信
尹
は
上
田
城
主
・
真
田
昌
幸
の
弟
で
、こ
の
時
家
康
に
仕

え
て
い
た
。『
関
ヶ
原
軍
記
大
全
』に
よ
れ
ば
、上
田
城
を
攻
め
あ
ぐ
ん
だ

東
軍
の
間
で
、内
通
を
疑
わ
れ
た
信
尹
は
幸
村
と
刺
し
ち
が
え
よ
う
と

上
田
城
に
む
か
っ
た
。

　

こ
の
シ
ー
ン
を
描
い
た
も
の
と
す
る
と
、絵
巻
の
前
後
関
係
が
異
な
っ
て
く

る
。

４

｜

１２　
　

　

染
谷
平
は
上
田
城
の
北
に
あ
り
、こ
こ
に
徳
川
秀
忠
本
陣
が
お
か
れ
た
。

　

上
州
沼
田
城
は
真
田
伊
豆
守
の
居
城
で
あ
る
。真
田
幸
村（
信
繁
）の

兄
・
信
之
は
正
室
が
家
康
の
家
臣
本
多
忠
勝
の
娘
で
あ
っ
た
た
め
、父
昌

幸
・
弟
幸
村
と
袂
を
わ
か
ち
東
軍
に
与
し
た
。

　

忠
勝
の
娘
は
下
野
国
犬
伏
か
ら
の
帰
路
、沼
田
城
に
立
ち
寄
ろ
う
と
し

た
昌
幸
の
入
城
を
断
っ
た
。

４

｜

１３　
　

　
『
大
垣
藩
地
方
雑
記
』に
よ
れ
ば
、有
馬
家
臣
・
稲
次
右
近
が
一
番
首
を

取
っ
た
。『
天
元
実
記
』で
は
、右
近
は
敵
方
横
山
右
近
に
組
み
伏
せ
ら
れ

た
が
、家
中
の
も
の
が
監
物
を
引
き
倒
し
、右
近
に
首
を
と
ら
せ
た
と
い

う
。

　

こ
の
日
、浮
田
秀
家
は
飯
尾
太
郎
左
衛
門
に
感
状
を
与
え
て
い
る
が
、甘

利
備
前
は
未
詳
。『
常
山
紀
談
』で
は
、飯
尾
甚
大
夫
が
成
合
平
左
衛
門

を
討
ち
取
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

　

岡
の
上
に
立
つ
本
多
忠
勝
。側
に
床
机
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、忠
勝
の
た

め
で
な
く
、絵
巻
に
描
か
れ
て
い
な
い
家
康
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
。だ

と
す
る
と
、こ
こ
は
岡
山
本
陣
で
、そ
の
東
南
に
中
村
一
忠
の
陣
が
あ
る

こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。そ
の
左
は
釘
貫
を
幕
紋
に
使
っ
た
有
馬
豊
氏
陣
だ

ろ
う
。

４

｜

１４　
　

　

関
ヶ
原
の
西
軍
を
北
西
か
ら
の
ぞ
ん
だ
も
の
。配
置
が
明
ら
か
に
異
な
る

の
は
、松
尾
山
の
麓
に
陣
を
し
い
た
脇
坂
安
治
と
鍋
島
直
茂
、直
茂
は
国

も
と
に
い
て
、そ
の
子
勝
茂
は
」『
関
ヶ
原
軍
記
大
全
』で
は
南
宮
山
に
陣

し
て
い
た
。

４

｜

１５　
　

　

東
軍
諸
将
の
配
置
は
具
体
的
な
配
陣
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　

桃
配
山
の
家
康
本
陣
は
、金
扇
の
馬
印
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

　

家
康
の
四
男
・
松
平
忠
吉
は
関
ヶ
原
で
初
陣
を
飾
っ
た
。後
方
に
描
か
れ

る
井
伊
直
政
の
娘
婿
に
あ
た
る
。

　

松
浦
の
注
記
は
松
井
の
誤
り
だ
ろ
う
。『
台
徳
院
殿
御
実
紀
』で
は
、島

津
義
弘
が
敵
中
突
破
を
は
か
っ
た
際
、忠
吉
は
直
政
と
と
も
に
追
撃
し
、

島
津
家
臣
松
井
三
郎
兵
衛
を
討
ち
取
っ
た
際
、負
傷
し
た
。

４

｜

１６　
　

　

大
谷
吉
隆
は
重
度
の
ハ
ン
セ
ン
氏
病
で
輿
に
の
っ
て
自
軍
を
指
揮
し
た
。

す
で
に
勝
敗
が
決
ま
り
、家
臣
か
ら
自
刃
を
す
す
め
ら
れ
た
、も
し
く
は
、

平
塚
為
広
が
吉
隆
に
使
者
を
送
り
、和
歌
を
そ
え
て
今
生
の
別
れ
を
告

げ
た
シ
ー
ン（『
常
山
紀
談
』）だ
ろ
う
。

　

吉
隆
は
自
害
し
、そ
の
首
を
家
臣
に
託
し
た
。そ
の
家
臣
は
首
を
隠
す
よ

う
に
埋
葬
し
た
後
、藤
堂
仁
右
衛
門
に
討
ち
取
ら
れ
て
し
ま
う
。そ
の
家

臣
名
を『
関
ヶ
原
軍
記
大
全
』で
は
三
浦
喜
太
夫
、『
常
山
紀
談
』で
は
岩

佐
五
介
、『
平
尾
氏
剳
記
』で
は
湯
浅
五
助
と
し
て
い
る
。な
お
、『
関
ヶ
原

軍
記
大
全
』等
で
は
、仁
右
衛
門
は
吉
隆
の
首
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
場
所

を
知
っ
て
い
た
が
、吉
隆
家
臣
と
の
約
束
を
守
り
、他
言
し
な
か
っ
た
と
い

う
。

４

｜

１７　
　

　

こ
の
表
記
が
正
し
い
と
し
る
と
、木
曽
路
を
急
ぐ
秀
忠
軍
を
描
い
た
も

の
。

　

但
し
、そ
の
背
後
に
続
く
据
黒
の
白
旗
、十
字
の
旗
、九
曜
星
の
旗
を
関

ヶ
原
合
戦
シ
ー
ン
の
加
藤
貞
泰
、加
藤
嘉
明
、細
川
忠
興
を
さ
す
も
の
で

あ
れ
ば
、敗
走
す
る
西
軍
の
追
撃
シ
ー
ン
と
も
解
せ
そ
う
で
あ
る
。
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