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慶長五年九月十五日
その日、何が起こったか！？
従来の関ヶ原史観を覆す近年の
「新説」はどこまで事実か？
信憑性の高い史料に基き

決戦当日の実像に迫る！
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は
じ
め
に

　

本
書
は
、
関せ

き

ヶが

原は
ら

合
戦
の
布ふ

陣じ
ん

や
経
過
な
ど
、
決
戦
当
日
の
様
子
を
復
元
し
て
い
く
こ
と
を
テ
ー
マ
と

す
る
。
周
知
の
と
お
り
、
関
ヶ
原
合
戦
と
は
、
慶け

い

長ち
ょ
う

五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
十
五
日
、
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

率
い

る
東
軍
が
、
石い

し

田だ

三み
つ

成な
り

を
は
じ
め
と
す
る
西
軍
を
破
っ
た
戦
い
で
あ
り
、
日
本
史
上
、
有
名
な
戦
い
の
一

つ
に
挙
げ
ら
れ
る
。

　

な
か
で
も
、
家
康
が
家
来
に
松ま

つ

尾お

山や
ま

へ
の
一
斉
射
撃
を
命
じ
る
場
面
は
、
合
戦
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と

言
っ
て
い
い
。
こ
の
一
斉
射
撃
は
、﹃
関せ

き
が

原は
ら

軍ぐ
ん

記き

大た
い

成せ
い

﹄
に
﹁
誘
鉄
炮
﹂、﹃
濃の

う

州し
ゅ
う

関せ
き

ヶが

原は
ら

合か
っ

戦せ
ん

之の

聞き
き

書が
き

﹄

に
は
﹁
と
い
鉄
炮
﹂、﹃
日に

本ほ
ん

戦せ
ん

史し

・
関せ

き
が

原は
ら

役え
き

﹄
で
は
﹁
誘
導
の
銃
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
、
小こ

早ば
や

川か
わ

秀ひ
で

秋あ
き

の

寝
返
り
を
促
す
引
き
金
と
し
て
、
合
戦
の
転
換
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
東
軍
の
最
前
線
か
ら
松
尾
山
ま
で
約
一
・
三
㎞
の
距
離
が
あ
り
、
射
撃
を
認
識
で
き
な
い
と

考
え
ら
れ
る
点
な
ど
か
ら
、
一
斉
射
撃
に
よ
っ
て
小
早
川
秀
秋
が
寝
返
っ
た
と
す
る
逸
話
は
約
四
十
年
前

か
ら
疑
義
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
（
藤
本
：
一
九
八
四
）。
そ
し
て
、
近
年
で
は
白し

ら

峰み
ね

旬じ
ゅ
ん

氏
が
、
一
斉
射
撃
の
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逸
話
は
﹃
井い

伊い

家け

慶け
い

長ち
ょ
う

記き

﹄
が
初
見
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
藤と

う

堂ど
う

高た
か

虎と
ら

が
秀
秋
の
陣
に
空
砲
を
打
ち
込

み
、
秀
秋
が
反
撃
し
て
来
な
い
の
を
見
て
、
寝
返
り
は
疑
い
な
い
と
確
信
し
た
と
い
う
別
の
話
で
あ
っ
た

と
指
摘
し
、
さ
ら
に
逸
話
の
変
遷
を
整
理
し
た
こ
と
で
、
文
献
史
学
の
面
か
ら
も
否
定
が
お
こ
な
わ
れ
た

（
白
峰
：
二
〇
一
四
）。

　

合
戦
の
山
場
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
で
関
ヶ
原
合
戦
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
時
代
考
証
に
力

を
入
れ
た
映
像
作
品
の
中
に
は
、
一
斉
射
撃
の
逸
話
を
外
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　

関
ヶ
原
合
戦
の
イ
メ
ー
ジ
に
影
響
を
与
え
る
新
説
は
、
ほ
か
に
も
あ
る
。
そ
の
中
で
最
も
イ
ン
パ
ク
ト

が
あ
る
の
は
、
小
早
川
秀
秋
が
寝
返
っ
た
の
は
開
戦
と
同
時
で
、
合
戦
は
瞬
時
に
終
わ
っ
た
と
す
る
説
で

あ
ろ
う
（
こ
の
説
は
本
書
の
第
六
章
で
と
り
あ
げ
る
）。

　

近
年
の
新
説
を
繫つ

な

ぎ
合
わ
せ
て
い
く
と
、
関
ヶ
原
合
戦
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
東
軍
が
西
軍
を
瞬
時
に
破
っ

た
一
方
的
な
殲
滅
戦
と
い
う
﹁
つ
ま
ら
な
い
﹂
も
の
と
な
る
。

　

だ
が
、
こ
れ
に
は
素
朴
な
疑
問
が
あ
る
。
新
説
が
謳う

た

う
よ
う
な
一
方
的
な
殲
滅
戦
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
徳

川
政
権
に
と
っ
て
家
康
の
武ぶ

威い

を
示
す
格
好
の
材
料
と
な
る
。
し
か
し
、
酒さ

か

井い

忠た
だ

勝か
つ

の
命
に
よ
っ
て
林は

や
し

羅ら

山ざ
ん

・
鵞が

峰ほ
う

父
子
が
編
纂
し
た
﹃
関せ

き
が

原は
ら

始し

末ま
つ

記き

﹄（
明め

い

暦れ
き

二
年
︿
一
六
五
六
﹀
成
立
）
で
さ
え
、
一
進
一
退
の

攻
防
が
続
い
た
後
、
秀
秋
の
寝
返
り
に
よ
っ
て
形
勢
が
動
い
た
と
し
て
い
る
。
何
故
わ
ざ
わ
ざ
一
方
的
な
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殲
滅
戦
で
あ
っ
た
も
の
を
接
戦
と
偽
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
書
で
は
、
近
年
の
新
説
を
検
討
し
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
比
較
的
信
憑
性
の
高
い
史
料
を
基
に
し
た
考

察
に
よ
っ
て
、
決
戦
当
日
の
様
子
を
復
元
し
て
い
く
。
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本
書
に
お
け
る
史
料
の
扱
い
方
に
つ
い
て

一
　
史
料
の
高
下
に
つ
い
て

　

本
書
で
は
、
書
状
や
日
記
、
い
わ
ゆ
る
一
次
史
料
を
中
心
に
進
め
て
い
く
が
、
必
要
に
応
じ
て
二
次
史

料
も
活
用
し
て
い
く
。
活
用
す
る
二
次
史
料
は
、
関
ヶ
原
合
戦
に
参
戦
し
た
当
事
者
の
覚お

ぼ
え

書が
き

、﹃
寛か

ん

永え
い

諸し
ょ

家か

系け
い

図ず

伝で
ん

﹄
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
作
成
さ
れ
た
覚
書
や
、﹃
寛
永
諸
家
系
図
伝
﹄
の
記
述
が
中
心
と
な
る
。

﹃
寛
永
諸
家
系
図
伝
﹄
は
、
大
名
・
旗は

た

本も
と

約
千
四
百
余
家
の
系
図
集
で
あ
る
。
寛か

ん

永え
い

十
八
年
（
一
六
四
一
）

に
徳と

く

川が
わ

家い
え

光み
つ

の
命
に
よ
っ
て
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
同
二
十
年
に
完
成
し
て
い
る
。

　

系
図
と
い
う
性
格
上
、
御お

家い
え

の
顕け

ん

彰し
ょ
うと

い
う
バ
イ
ア
ス
が
掛か

か
っ
て
い
る
点
は
留
意
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
諸
将
の
布ふ

陣じ
ん

地
を
比
定
す
る
上
で
は
、
各
家
で
作
成
さ
れ
た
記
録
の
方
が
、
他
者
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
史
料
よ
り
も
情
報
の
精
度
は
高
い
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、﹃
寛
永
諸
家
系
図
伝
﹄
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
、
水み

ず

野の

勝か
つ

成な
り

が
寛
永
十
八
年
五
月
付
で
覚
書
を
幕
府

に
提
出
し
て
い
る
よ
う
に
、
関
ヶ
原
合
戦
を
経
験
し
た
者
の
記
憶
が
反
映
さ
れ
て
い
る
事
例
も
少
な
く
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な
い
。

　

関
ヶ
原
合
戦
を
経
験
し
た
者
が
残
っ
て
い
た
時
期
に
、
各
家
が
当
事
者
の
記
憶
を
集
約
し
て
作
成
し
た

史
料
や
、
そ
れ
を
基も

と

に
成
立
し
た
﹃
寛
永
諸
家
系
図
伝
﹄
は
、
関
ヶ
原
合
戦
の
布
陣
を
考
察
し
て
い
く
上

で
有
益
な
史
料
と
い
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
①
一
次
史
料
、
②
当
事
者
の
覚
書
、
③
﹃
寛
永
諸
家
系
図
伝
﹄
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
作
成

さ
れ
た
覚
書
、
④
﹃
寛
永
諸
家
系
図
伝
﹄、
の
順
に
史
料
の
高
下
を
つ
け
て
扱
い
、
必
要
に
応
じ
て
十
六
世

紀
中
頃
ま
で
に
成
立
し
た
軍
記
を
補
助
と
し
て
用
い
た
い
。

二
　『
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
』
の
史
料
批
判

　

次
に
﹃
関せ

き

ヶが

原は
ら

御ご

合か
っ

戦せ
ん

双ぞ
う

紙し

﹄
に
対
す
る
本
書
の
扱
い
方
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双

紙
﹄
は
、﹃
信し

ん

長ち
ょ
う

公こ
う

記き

﹄
の
著
者
と
し
て
有
名
な
太お

お

田た

牛う
し

一か
ず

が
著
し
た
関
ヶ
原
合
戦
の
軍ぐ

ん

記き

で
あ
る
。
山や

ま

科し
な

言と
き

経つ
ね

の
日
記
﹃
言と

き

経つ
ね

卿き
ょ
う

記き

﹄
に
よ
る
と
、
慶け

い

長ち
ょ
う

六
年
（
一
六
〇
一
）
十
二
月
七
日
に
言
経
は
家
康
の

所
で
﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
を
閲
覧
し
た
と
あ
る
た
め
、
慶
長
六
年
十
二
月
に
は
﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双

紙
﹄
は
概
ね
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
成
立
の
早
さ
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
史
料
的
価
値
は
一
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次
史
料
に
準
じ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
く
り
返
し
増
補
さ
れ
て
お
り
、
諸
本
に
よ
っ
て
成
立

年
お
よ
び
内
容
が
異
な
る
点
を
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

伝
存
す
る
自
筆
本
の
う
ち
、
成
立
年
が
わ
か
る
の
は
、
蓬ほ

う

左さ

文ぶ
ん

庫こ

所
蔵
の
自
筆
本
︿
以
下
、
蓬
左
文
庫
本

と
表
記
﹀
の
み
で
あ
り
、
奥
書
に
よ
っ
て
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

大
和
文
華
館
も
自
筆
本
︿
以
下
、
大
和
文
華
館
本
と
表
記
﹀
を
所
蔵
し
て
い
る
が
、
成
立
年
は
不
明
で
あ

る
。
し
か
し
、
蓬
左
文
庫
本
が
慶
長
十
二
年
の
平ひ

ら

岩い
わ

親ち
か

吉よ
し

の
清き

よ

須す

（
愛
知
県
清
須
市
）
入
城
ま
で
を
記
載
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
大
和
文
華
館
本
は
慶
長
五
年
十
月
一
日
の
石
田
三
成
の
斬
首
で
終
え
て
い
る
た
め
、

成
立
は
慶
長
十
二
年
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。

　

天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
の
写う

つ
しで

は
あ
る
が
、
杤
山
斉
氏
所
蔵
本
︿
以
下
、
杤
山
家
本
と
表
記
﹀
も
、
慶

長
五
年
十
月
一
日
の
石
田
三
成
の
斬
首
で
終
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
和
文
華
館
本
と
蓬
左
文
庫
本
と
比

べ
て
簡
略
で
未
整
理
な
状
態
で
あ
り
、
二
つ
の
諸
本
と
は
異
な
る
自
筆
本
を
模
写
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
（
大
澤
：
二
〇
〇
九
）。
書
写
原
本
の
成
立
年
は
不
明
で
あ
る
。

　

三
つ
の
諸
本
で
は
、
杤
山
家
本
の
書
写
原
本
、
大
和
文
華
館
本
、
蓬
左
文
庫
本
の
順
に
成
立
し
た
と
い

え
る
。
し
か
し
、
成
立
年
が
明
確
な
の
は
、
前
述
の
と
お
り
蓬
左
文
庫
本
の
慶
長
十
二
年
の
み
で
あ
り
、

杤
山
家
本
の
書
写
原
本
と
、
大
和
文
華
館
本
は
、
慶
長
十
二
年
以
前
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
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し
か
し
、
た
と
え
慶
長
十
二
年
で
あ
っ
て
も
、
関
ヶ
原
合
戦
か
ら
七
年
し
か
経
過
し
て
お
ら
ず
、
史
料

的
価
値
は
高
い
。
だ
が
、﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
の
問
題
は
増
補
に
あ
る
。
太
田
牛
一
は
、
旗
本
・
坪つ

ぼ

内う
ち

利と
し

定さ
だ

に
宛
て
た
書
状
に
お
い
て
、
利
定
の
息
子
四
人
の
名
を
﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
に
書
き
加
え
た
と

述
べ
て
い
る
（﹃
坪
内
文
書
﹄）。

　

大
和
文
華
館
本
で
は
、
小お

坂さ
か

雄お

長な
が

、
安あ

孫び

子こ

善
十
郎
、
稲い

な

熊ぐ
ま

市
左
衛
門
、
兼か

ね

松ま
つ

正ま
さ

吉よ
し

が
功
名
を
立
て
た

と
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
蓬
左
文
庫
本
に
な
る
と
、
兼
松
正
吉
の
後
に
﹁
坪
内
喜
太
郎
（
利
定
）、
子
共

四
人
、
宗
兵
衛
（
家
定
）・
可
兵
衛
（
定
吉
）・
佐
左
衛
門
（
正
定
）・
太
郎
兵
衛
（
安
定
）、
谷
理
右
衛
門
﹂

が
追
記
さ
れ
て
い
る
。

　

太
田
牛
一
が
坪
内
利
定
に
宛
て
た
書
状
か
ら
、
利
定
の
息
子
四
人
は
利
定
の
要
望
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ

た
と
判
断
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
利
定
の
名
も
本
人
の
要
望
で
追
加
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
谷
理
右
衛
門
も

同
様
の
経
緯
（
本
人
の
要
望
）
で
加
え
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
な
お
、
管
見
の
限
り
で
は
谷
理
右
衛
門
が

如
何
な
る
人
物
か
不
明
で
あ
る
。

　

後
年
、
小こ

折お
り

（
愛
知
県
江
南
市
）
領
主
・
生い

駒こ
ま

利と
し

豊と
よ

は
、
坪
内
定さ

だ

次つ
ぐ

（
家
定
の
子
）
へ
宛
て
た
返
書
に
お

い
て
関
ヶ
原
合
戦
の
様
子
を
語
っ
て
い
る
（﹃
生
駒
陸
彦
氏
所
蔵
文
書
﹄）。
文
中
に
小
坂
雄
長
、
安
孫
子
善

十
郎
、
稲
熊
市
左
衛
門
、
兼
松
正
吉
の
名
は
み
え
る
が
、
坪
内
利
定
と
息
子
四
人
、
谷
理
右
衛
門
の
名
は
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な
い
。

　

理
由
と
し
て
、
生
駒
利
豊
や
小
坂
雄
長
ら
は
尾お

わ
り張

衆
で
あ
り
、
福ふ

く

島し
ま

正ま
さ

則の
り

に
属
し
て
宇う

喜き

多た

秀ひ
で

家い
え

と
交

戦
し
て
い
る
が
、
徳
川
家
臣
の
坪
内
利
定
は
、
井い

伊い

直な
お

政ま
さ

に
属
し
て
戦
っ
て
お
り
、
戦
っ
た
場
所
が
異
な

る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
の
記
述
に
つ
い
て
も
、
本
来
、
福
島
隊
に
属
し
た
尾
張
衆
の
活
躍
を
述
べ
た
件く

だ
りで

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
利
定
の
要
望
に
よ
っ
て
別
の
場
所
で
戦
っ
て
い
た
利
定
父
子
が
加
え
ら
れ
た
と

推
測
で
き
る
。
利
定
の
息
子
四
人
の
戦
功
は
、
そ
れ
ぞ
れ
首
級
一
つ
で
あ
り
、（
尾
張
衆
の
活
躍
の
よ
う
に

一
区
域
に
限
定
し
た
記
述
な
ら
ば
と
も
か
く
）
戦
場
全
体
で
み
れ
ば
特
筆
す
る
戦
果
で
は
な
い
。

　

牛
一
の
加
筆
は
、
客
観
性
を
欠
い
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
故
か
、
林は

や
し

羅ら

山ざ
ん

・
鵞が

峰ほ
う

父
子
が
編
纂
し
た

﹃
関せ

き
が

原は
ら

始し

末ま
つ

記き

﹄（
明め

い

暦れ
き

二
年
︿
一
六
五
六
﹀
成
立
）
で
は
、（
息
子
四
人
は
省
か
れ
）
利
定
の
み
が
記
さ
れ
て

い
る
。

　

太
田
牛
一
は
坪
内
利
定
宛
て
の
書
状
で
、
利
定
の
息
子
四
人
の
名
を
加
え
た
﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄

を
利
定
に
渡
し
た
い
が
、
他
所
か
ら
書
写
の
要
望
を
受
け
て
貸
し
出
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。﹃
言
経
卿

記
﹄
に
も
話
題
に
上
っ
て
い
る
よ
う
に
、﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
は
周
囲
の
関
心
を
引
い
て
い
た
と
い
え

る
。
ゆ
え
に
坪
内
利
定
は
自
家
の
勲
功
を
喧
伝
す
る
た
め
に
、
息
子
四
人
の
名
を
加
え
る
よ
う
に
要
望
し

10



た
の
で
あ
ろ
う
。
利
定
と
同
様
の
行
動
を
と
っ
た
者
が
他
に
も
い
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

　

家
譜
や
家
記
な
ど
の
史
料
は
、
御
家
の
顕
彰
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
掛
か
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
作

成
者
側
に
し
か
掛
か
っ
て
い
な
い
た
め
、
留
意
す
べ
き
点
が
分
か
り
や
す
い
。
一
方
で
﹃
関
ヶ
原
御
合
戦

双
紙
﹄
は
、
御
家
の
顕
彰
と
い
う
動
き
が
多
面
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
全
体
に
注
意
を
払
わ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
は
早
期
に
成
立
し
た
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
二
次
史
料
（
軍
記
）
で
あ
る
。
二

次
史
料
は
、
情
報
を
精
査
し
た
上
で
編
纂
が
お
こ
な
わ
れ
、
更
新
さ
れ
る
度
に
精
度
を
増
し
て
い
く
の
が

望
ま
し
い
。

　

し
か
し
﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
は
、
大
和
文
華
館
本
で
は
、
関
ヶ
原
合
戦
で
黒く

ろ

田だ

長な
が

政ま
さ

、
加か

藤と
う

嘉よ
し

明あ
き

（
茂
勝
）、
細ほ

そ

川か
わ

（
長
岡
）
忠た

だ

興お
き

が
北ほ

っ

国こ
く

脇わ
き

往お
う

還か
ん

を
攻
め
上
っ
た
と
す
る
が
、
蓬
左
文
庫
本
に
な
る
と
三
名

は
、
福
島
正
則
や
井
伊
直
政
ら
と
と
も
に
東と

う

山さ
ん

道ど
う

（
中
山
道
）
を
攻
め
上
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
第
四
章

で
述
べ
る
よ
う
に
大
和
文
華
館
本
の
方
が
正
し
い
。

　

ま
た
、
杤
山
家
本
で
は
大お

お

垣が
き

城
（
岐
阜
県
大
垣
市
）
の
攻
城
軍
に
は
水
野
勝
成
の
み
が
記
さ
れ
、
勝
成
が

相さ
が

良ら

頼よ
り

房ふ
さ

（
長
毎
）
か
ら
垣か

き

見み

一か
ず

直な
お

ら
の
首く

び

を
受
け
取
っ
た
日
に
ち
は
、
九
月
十
七
日
と
正
確
に
記
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
大
和
文
華
館
本
と
蓬
左
文
庫
本
は
九
月
十
六
日
と
な
っ
て
お
り
、
更
新
に
よ
っ
て
誤

11 本 書 に お け る 史 料 の 扱 い 方 に つ い て



っ
た
方
へ
向
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
和
文
華
館
本
と
蓬
左
文
庫
本
で
は
、
攻
城
軍
に
水
野
勝
成
と
共

に
津つ

軽が
る

為た
め

信の
ぶ

の
名
を
記
す
が
、
勝
成
と
両
頭
で
動
い
て
い
た
の
は
松ま

つ

平だ
い
ら（

戸
田
）
康や

す

長な
が

で
あ
る
ほ
か
、
大

垣
城
攻
め
に
参
戦
し
た
大
名
家
の
史
料
か
ら
は
津
軽
為
信
の
名
を
確
認
で
き
な
い
。
津
軽
為
信
が
攻
城
軍

に
い
た
と
し
て
も
、
領
国
で
あ
る
陸
奥
堀ほ

り

越こ
し

（
青
森
県
弘
前
市
）
か
ら
の
出
陣
と
は
考
え
難
い
た
め
、
備そ

な
え（

部

隊
）
を
構
成
で
き
る
ほ
ど
の
軍
勢
を
率
い
て
い
た
か
疑
問
で
あ
る
。
松
平
康
長
を
差
し
置
い
て
津
軽
為
信

が
記
さ
れ
て
い
る
点
も
ま
た
、
客
観
性
を
欠
い
た
加
筆
と
い
え
る
。

﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
が
、
更
新
に
よ
っ
て
誤
っ
た
方
へ
向
か
う
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
の
は
、
坪
内

利
定
の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
内
容
に
介
入
す
る
者
の
存
在
が
大
き
く
作
用
し
て
い
よ
う
。
よ
っ
て
、

三
つ
の
諸
本
の
信
憑
性
の
高
下
は
、
他
者
の
介
入
を
受
け
て
い
な
い
ほ
ど
高
く
な
り
、
杤
山
家
本
、
次
い

で
大
和
文
華
館
本
、
蓬
左
文
庫
本
の
順
と
な
る
。

　

本
書
で
﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
の
記
述
を
扱
う
際
は
、
成
立
の
早
さ
を
過
信
せ
ず
、
他
の
史
料
と
照

合
し
な
が
ら
慎
重
に
扱
っ
て
い
く
。
ま
た
、
扱
う
際
は
基
本
的
に
杤
山
家
本
の
記
述
を
用
い
る
が
、
大
和

文
華
館
本
や
蓬
左
文
庫
本
の
記
述
を
用
い
る
際
は
、﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
（
大
和
文
華
館
本
）﹄、﹃
関
ヶ
原

御
合
戦
双
紙
（
蓬
左
文
庫
本
）﹄
と
表
記
す
る
。
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凡 

例

　

一
、 

本
書
に
お
け
る
史
料
の
引
用
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
基
本
的
に
現
代
語
訳
に
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
原
文
の
ほ
う
が
伝
わ
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
読
み
下
し
文
で
引
用
し

て
い
る
。
ま
た
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
史
料
の
日
本
語
訳
は
、
松
田
毅
一
監
訳
﹃
十
六
・
七
世
紀
イ
エ

ズ
ス
会
日
本
報
告
集
﹄
第
Ⅰ
期
第
３
巻
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
八
年
）
か
ら
引
用
し
て
い
る
。

　

一
、 

本
書
で
の
人
名
・
地
名
の
表
記
は
、
著
名
な
名
称
で
統
一
し
た
。

　

一
、 

本
文
に
組
み
込
ま
れ
た
参
考
文
献
の
表
記
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
略
称
を
用
い
て
い
る
。
こ

の
内
、﹃
岐
阜
県
中
世
城
館
跡
総
合
調
査
報
告
書
﹄
第
一
集
（
岐
阜
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
二
年
）

は
、（
岐
教
：
二
〇
〇
二
）
と
表
記
し
て
い
る
。

　

一
、 

典
拠
と
な
る
史
料
の
名
称
は
省
略
せ
ず
表
記
し
て
い
る
が
、﹃
寛
永
諸
家
系
図
伝
﹄
は
﹃
寛
永
伝
﹄

と
表
記
し
て
い
る
。
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一
　
関
ヶ
原
合
戦
の
経
過

　

ま
ず
は
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
関
ヶ
原
合
戦
の
経
過
を
み
て
い
き
た
い
。
な
ぜ
、
通
説
に
つ
い
て
触
れ

る
必
要
が
あ
る
か
を
述
べ
る
と
、
近
年
の
関
ヶ
原
合
戦
に
関
連
し
た
書
籍
を
見
渡
し
た
時
、
通
説
の
み
を

丁
寧
に
解
説
し
た
書
籍
は
、
ま
ず
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
十
年
ほ
ど
前
で
あ
れ
ば
、
通
説
の
み

を
載
せ
た
書
籍
で
溢あ

ふ

れ
て
い
た
が
、
今
で
は
何
か
し
ら
新
説
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
純
粋
に

通
説
の
み
に
触
れ
ら
れ
る
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
全
員
が
認
識
す
る
﹁
通

説
﹂
が
同
じ
で
あ
る
と
決
め
つ
け
て
話
を
進
め
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
次
に
﹁
通
説
﹂
の
基
準
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
学
校
で
使
用
さ
れ
る
教
科
書

に
関
ヶ
原
合
戦
の
経
過
が
掲
載
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
公
的
な
も
の
に
依

拠
す
れ
ば
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
参
謀
本
部
編
纂
﹃
日に

本ほ
ん

戦せ
ん

史し

・
関せ

き
が

原は
ら

役え
き

﹄︿
以

下
﹃
日
本
戦
史
﹄
と
表
記
﹀
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
﹁（
年
数
を
）
遡

さ
か
の
ぼり

す
ぎ
で
は
な
い
か
﹂
と
感
じ
ら
れ
た
方
は
多
い
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
新

説
で
溢
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
年
ほ
ど
前
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
﹃
日
本
戦
史
﹄
の
内
容
が

18



普
通
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
年
に
み
ら
れ
る
新
説
は
あ
く
ま
で
﹁
新
説
﹂
で
あ
っ
て

﹁
定
説
﹂
や
﹁
通
説
﹂
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。﹃
日
本
戦
史
﹄
の
内
容
を
通
説
と
す
る
の
は
妥
当
と
思

わ
れ
る
。

　

よ
っ
て
﹃
日
本
戦
史
﹄
を
ベ
ー
ス
に
、
解
説
を
加
え
な
が
ら
戦
闘
の
経
過
（
通
説
）
を
み
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。
も
っ
と
も
、
関
ヶ
原
合
戦
に
詳
し
い
方
に
は
本
章
は
退
屈
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
方
は
本

章
を
飛
ば
し
て
い
た
だ
い
て
構
わ
な
い
。
ま
た
、
本
章
は
筆
者
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
通

説
の
紹
介
で
あ
る
た
め
、
本
章
で
述
べ
た
こ
と
を
次
章
以
降
で
否
定
す
る
こ
と
は
多
々
あ
る
。
あ
ら
か
じ

め
承
知
い
た
だ
き
た
い
。

二
　
両
軍
、
関
ヶ
原
へ

　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
十
四
日
午
後
五
時
頃
、
美み

濃の
の

国く
に

赤あ
か

坂さ
か

（
岐
阜
県
大
垣
市
赤
坂
町
）
に
本
陣

を
構
え
る
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

は
、
敵
情
を
探
ら
せ
て
い
た
間か

ん

諜ち
ょ
うか

ら
報
告
を
受
け
て
い
た
。

　

そ
し
て
諸
隊
に
﹁
大お

お

垣が
き

城
（
大
垣
市
郭
町
）
の
敵
は
出
て
戦
わ
ぬ
。
い
く
ら
か
の
兵
を
残
し
て
こ
れ
に
備

え
、
本
軍
は
明
日
出
発
。
た
だ
ち
に
佐さ

和わ

山や
ま

城
（
滋
賀
県
彦
根
市
）
を
攻
め
落
と
し
、
大お

お

坂ざ
か

に
向
か
う
ぞ
﹂
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と
命
じ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
情
報
を
大
垣
城
へ
流
し
た
。

　

大
垣
城
に
籠
る
石い

し

田だ

三み
つ

成な
り

は
、﹁
敵
を
直
接
大
坂
に
向
か
わ
せ
る
の
は
上
策
で
は
な
い
。
こ
こ
を
出
て
関

ヶ
原
で
待
ち
受
け
、
決
戦
し
よ
う
﹂
と
言
い
、
衆
議
一
決
し
て
大
垣
城
を
出
陣
し
た
。
城
に
は
福ふ

く

原は
ら

長な
が

堯た
か

（
直
高
）
以
下
七
将
、
七
千
五
百
の
兵
を
残
し
、
そ
の
ほ
か
は
牧ま

き

田だ

（
大
垣
市
上
石
津
町
）
を
経
由
し
て
関

ヶ
原
へ
向
か
っ
た
。

﹃
日
本
戦
史
﹄
は
、
家
康
が
率
い
る
軍
を
﹁
東
軍
﹂、
三
成
ら
の
軍
を
﹁
西
軍
﹂
と
呼
称
し
て
い
る
。
当
然

な
が
ら
、
当
時
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
便
宜
上
の
呼
称
で
あ
る
。

　

一
般
的
に
は
﹁
徳
川
﹂
対
﹁
豊と

よ

臣と
み

﹂
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
家
康
も
豊と

よ

臣と
み
の

秀ひ
で

頼よ
り

へ
の
奉
公
を
掲
げ
て

お
り
、
両
軍
が
﹁
豊
臣
﹂
軍
を
称
し
た
戦
い
で
あ
っ
た
。
本
来
、
関
ヶ
原
合
戦
は
豊
臣
政
権
の
内
部
抗
争

に
す
ぎ
ず
、
天
下
人
を
決
め
る
戦
い
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
ま
か
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
家
康
の
豊

臣
政
権
で
の
執
政
を
支
持
す
る
側
と
、
反
家
康
派
の
戦
い
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
書
も
便
宜
上
、
家
康
ら

を
﹁
東
軍
﹂、
三
成
ら
を
﹁
西
軍
﹂
と
呼
称
し
た
い
。

　

九
月
十
四
日
午
後
七
時
、
大
雨
の
な
か
、
密
か
に
大
垣
城
を
出
発
し
た
西
軍
は
、
翌
十
五
日
の
午
前
一

時
に
石
田
三
成
が
小こ

関ぜ
き

（
関
ケ
原
町
関
ケ
原
）
に
陣
取
っ
て
北ほ

っ

国こ
く

脇わ
き

往お
う

還か
ん

を
押
さ
え
、
笹さ

さ

尾お

に
本
陣
を
置

い
た
。
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島し
ま

津づ

惟い

新し
ん

（
義
弘
）
は
午
前
四
時
に
到
着
し
、
小こ

池い
け

（
関
ケ
原
町
関
ケ
原
）

に
布
陣
。
そ
の
前
方
に
甥
の
島
津
豊と

よ

久ひ
さ

（
忠
豊
）
が
陣
取
り
、
石
田
隊
と

島
津
勢
で
北
国
脇
往
還
を
挟
ん
だ
。

　

続
い
て
到
着
し
た
小こ

西に
し

行ゆ
き

長な
が

は
、
梨な

し
の

木き

川が
わ

（
寺
谷
川
）
を
前
に
、
北き

た

天て
ん

満ま

山や
ま

を
背
に
し
て
布
陣
。
最
後
に
到
着
し
た
宇う

喜き

多た

秀ひ
で

家い
え

は
兵
を
前
隊
と

本
隊
に
分
け
て
南み

な
み

天て
ん

満ま

山や
ま

の
前
に
布
陣
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
山や

ま

中な
か

（
関
ケ
原
町
山
中
）
の
高
地
に
布
陣
し
て
い
た
大お

お

谷た
に

吉よ
し

継つ
ぐ

は
、
関
ヶ
原
で
の
迎
撃
作
戦
を
受
け
て
進
軍
し
、
藤ふ

じ

古こ

川が
わ

（
関
の
藤
川
）
を
前
に
し
て
陣
取
っ
た
。
脇わ

き

坂ざ
か

安や
す

治は
る

、
小お

川が
わ

祐す
け

忠た
だ

、
朽く

つ

木き

元も
と

綱つ
な

、
赤あ

か

座ざ

直な
お

保や
す

は
、
大
谷
隊
と
東と

う

山さ
ん

道ど
う

（
中
山
道
）
を
挟
む
形
で
布
陣
し

て
い
る
。

　

ま
た
、
城
と
し
て
整
備
さ
れ
た
松ま

つ

尾お

山や
ま

に
は
、
小こ

早ば
や

川か
わ

秀ひ
で

秋あ
き

が
入
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
南な

ん

宮ぐ
う

山さ
ん

一
帯

に
は
、
毛も

う

利り

秀ひ
で

元も
と

、
吉き

っ

川か
わ

広ひ
ろ

家い
え

、
安あ

ん

国こ
く

寺じ

恵え

瓊け
い

ら
毛
利
勢
と
、
長ち

ょ
う

宗そ

我か

部べ

盛も
り

親ち
か

、
長な

束つ
か

正ま
さ

家い
え

が
布
陣
し
て

い
た
。

　

一
方
、
家
康
は
十
五
日
午
前
二
時
頃
に
西
軍
が
関
ヶ
原
方
面
へ
向
か
っ
た
報
せ
を
受
け
取
っ
た
。
家
康

は
諸
将
に
関
ヶ
原
へ
急
行
す
る
よ
う
に
命
じ
、
東
軍
は
午
前
三
時
か
ら
東
山
道
を
進
軍
し
た
。
二
列
縦
隊

石田三成陣跡（撮影／筆者）
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図 1　通説の布陣図
『日本戦史・関原役』収載の図（付図第五号・関原本戦之図）より、著名な武将（部隊）に
絞って簡略化し作図
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で
進
み
、
左
は
福ふ

く

島し
ま

正ま
さ

則の
り

、
右
は
黒く

ろ

田だ

長な
が

政ま
さ

が
先
頭
と
な
っ
た
。
先
頭
は

夜
明
け
頃
に
関
ヶ
原
に
到
着
。
依
然
と
し
て
雨
は
降
り
続
き
、
深
い
霧
に

閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。

　

東
軍
は
、
西
軍
が
関
ヶ
原
の
西
一
帯
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、

進
軍
を
止
め
て
霧
が
晴
れ
る
の
を
待
っ
た
。
家
康
は
、
野の

上が
み

（
関
ケ
原
町

野
上
）
と
関
ヶ
原
の
間
に
あ
る
桃も

も

配く
ば
り

山や
ま

に
本
陣
を
定
め
た
。

三
　
開 

戦

　

午
前
八
時
頃
、
東
軍
の
松ま

つ

平だ
い
ら

忠た
だ

吉よ
し

（
家
康
四
男
）
と
井い

伊い

直な
お

政ま
さ

が
三
十
ほ
ど
の
騎
兵
を
率
い
て
陣
を
離

れ
た
。
忠
吉
は
こ
の
戦
い
が
初う

い

陣じ
ん

で
あ
っ
た
た
め
、
舅

し
ゅ
う
との

直
政
（
忠
吉
の
正
室
は
直
政
の
娘
）
が
補
佐
に
当

た
っ
て
い
た
。

　

忠
吉
と
直
政
は
、
先せ

ん

陣じ
ん

の
福
島
正
則
隊
の
側
面
を
抜
け
よ
う
と
し
た
た
め
、
福
島
家
臣
・
可か

児に

才さ
い

蔵ぞ
う

が

こ
れ
を
制
止
し
た
。
し
か
し
、
直
政
は
﹁
偵
察
で
あ
る
﹂
と
偽
り
、
西
軍
の
宇
喜
多
秀
家
隊
に
向
か
っ
て

ゆ
き
、
戦
端
を
開
い
た
。

徳川家康最初陣跡（撮影／筆者）
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先
陣
は
福
島
正
則
で
あ
っ
た
た
め
、
忠
吉
と
直
政
の
行
為
は
抜
け
駆
け
と
な
る
。
抜
け
駆
け
は
軍
令
で

禁
止
さ
れ
て
い
る
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
忠
吉
と
直
政
が
戦
端
を
開
い
た
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
福
島
正

則
は
、
東
山
道
を
進
ん
で
宇
喜
多
隊
を
射
撃
し
た
。

四
　
激 
戦

　

福
島
隊
の
銃
声
を
聞
い
て
、
ほ
か
の
東
軍
諸
隊
も
攻
撃
を
開
始
し
た
。
藤と

う

堂ど
う

高た
か

虎と
ら

、
京き

ょ
う

極ご
く

高た
か

知と
も

、
寺て

ら

沢ざ
わ

広ひ
ろ

高た
か

（
正
成
）
は
大
谷
吉
継
隊
を
攻
め
た
。
大
谷
隊
の
前
衛
は
、
宇
喜
多
隊
が
攻
撃
さ
れ
た
の
を
受
け
て

藤
古
川
を
越
え
て
前
進
し
、
藤
堂
・
京
極
ら
の
攻
撃
を
防
い
で
奮
戦
し
た
。

　

織
田
有
楽
（
長
益
）・
長な

が

孝た
か

父
子
、
古ふ

る

田た

重し
げ

勝か
つ

、
猪い

の

子こ

一か
ず

時と
き

、
佐さ

久く

間ま

安や
す

政ま
さ

・
勝か

つ

之ゆ
き

兄
弟
、
船ふ

な

越こ
し

景か
げ

直な
お

は
、

小
西
行
長
隊
に
向
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
田た

中な
か

吉よ
し

政ま
さ

、
細ほ

そ

川か
わ

忠た
だ

興お
き

、
加か

藤と
う

嘉よ
し

明あ
き

、
金か

な

森も
り

長な
が

近ち
か

（
素
玄
）、
黒
田
長
政
、
竹た

け

中な
か

重し
げ

門か
ど

は
、
石

田
三
成
隊
に
向
か
っ
た
。

　

黒
田
長
政
は
、
関
ヶ
原
の
領
主
で
あ
る
竹
中
重
門
の
先
導
で
、
北
か
ら
迂
回
し
て
石
田
隊
の
前
衛
・
島し

ま

清き
よ

興お
き

（
左
近
）
隊
の
側
面
を
突
い
た
。
さ
ら
に
加
藤
嘉
明
と
戸と

川が
わ

達み
ち

安や
す

も
加
勢
し
た
た
め
、
清
興
は
負
傷
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し
て
後
退
し
た
。

　

黒
田
長
政
、
細
川
忠
興
、
加
藤
嘉
明
、
田
中
吉
政
ら
は
先
を
競
っ
て
石
田
三
成
の
本
隊
を
攻
撃
し
、
一

進
一
退
と
な
っ
た
。

　

島
津
勢
の
前
衛
（
島
津
豊
久
）
は
泰
然
と
し
て
動
こ
う
と
せ
ず
、
敵
兵
を
待
ち
構
え
る
姿
勢
で
あ
っ
た
。

三
成
の
家
臣
・
八や

そ十
島じ

ま

助す
け

左ざ

衛え

門も
ん

が
使
者
と
し
て
助
勢
を
頼
み
に
（
計
二
回
）
訪
れ
る
が
、
二
回
目
の
催

促
の
時
に
馬
上
で
使
命
を
伝
え
た
こ
と
を
島
津
家
臣
に
咎
め
ら
れ
て
引
き
返
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
三
成

自
身
が
助
勢
を
頼
み
に
訪
れ
る
が
、
豊
久
に
﹁
今
日
の
戦
闘
は
各
隊
が
そ
れ
ぞ
れ
に
戦
い
、
力
を
尽
く
そ

う
で
は
な
い
か
。
と
て
も
前
後
左
右
の
こ
と
を
か
ま
っ
て
い
る
暇
は
な
い
﹂
と
断
ら
れ
る
。

五
　
家
康
、
関
ヶ
原
へ
進
軍

　

三
成
は
、
戦
機
の
熟
す
の
を
見
計
ら
っ
て
狼の

ろ
し煙

を
上
げ
、
松
尾
山
の
小
早
川
秀
秋
、
南
宮
山
の
毛
利
勢

に
出
撃
の
合
図
を
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
応
じ
な
か
っ
た
。

　

南
宮
山
で
は
、
開
戦
を
知
っ
た
長
束
正
家
と
安
国
寺
恵
瓊
が
、
毛
利
勢
に
出
撃
を
促
し
た
が
、
毛
利
勢

の
前
衛
で
あ
る
吉
川
広
家
と
福ふ

く

原ば
ら

広ひ
ろ

俊と
し

は
前
日
に
東
軍
と
不
戦
の
密
約
を
交
わ
し
て
い
た
た
め
、
動
こ
う
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と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
松
尾
山
の
小
早
川
秀
秋
も
東
軍
に
内
通
し
て
お
り
、
東
軍
に
寝
返
る
密
約
を

交
わ
し
て
い
た
。

　

一
方
、
家
康
は
、
南
宮
山
に
布
陣
し
て
い
る
西
軍
が
背
面
か
ら
攻
撃
し
て
来
る
こ
と
を
心
配
し
、
本ほ

ん

多だ

忠た
だ

勝か
つ

に
相
談
し
た
。
そ
し
て
、
忠
勝
が
﹁
敵
が
依
然
と
し
て
山
上
に
い
る
の
は
内
通

が
偽
り
で
は
な
い
証
拠
で
す
。
加
え
て
、
浅あ

さ

野の

幸よ
し

長な
が

・
池い

け

田だ

輝て
る

政ま
さ

（
照
政
）
ら
が
抑

え
て
く
れ
ま
す
の
で
、
憂う

れ

う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
答
え
る
と
、
午
前
九
時
を
過

ぎ
た
頃
に
桃
配
山
か
ら
関
ヶ
原
へ
進
軍
し
て
士
気
を
鼓
舞
し
た
。
忠
勝
は
最
前
線
に

進
出
し
、
島
津
勢
へ
向
か
っ
た
。

　

午
前
十
一
時
頃
、
家
康
は
更
に
三
、
四
百
ｍ
ほ
ど
前
進
し
、
史
跡
・
徳
川
家
康
最

後
陣
跡
（
関
ケ
原
町
関
ケ
原
）
ま
で
進
軍
し
た
（
第
四
章
１
１
２
頁
・
図
７
参
照
）。
史

跡
・
決
戦
地
（
関
ケ
原
町
関
ケ
原
）
と
は
七
百
ｍ
し
か
離
れ
て
い
な
い
最
前
線
で
あ

り
、
ま
さ
に
乾け

ん

坤こ
ん

一い
っ

擲て
き

で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
東
軍
諸
隊
も
全
力
で
西
軍
を
攻
撃

し
た
が
、
西
軍
の
抵
抗
は
強
固
で
あ
り
、
正
午
近
く
な
っ
て
も
勝
敗
は
つ
か
な
か

っ
た
。

徳川家康最後陣跡（撮影／筆者）
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六
　
小
早
川
秀
秋
の
寝
返
り

　

東
軍
に
寝
返
る
密
約
を
交
わ
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
寝
返
る
気
配
の
な
い
小
早
川
秀
秋
に

対
し
て
業
を
煮
や
し
た
家
康
は
、﹁
誘
導
の
銃
を
放
ち
、
向
背
を
確
か
め
よ
﹂
と
命
じ
、
徳
川
と
福
島
の
鉄

砲
隊
が
松
尾
山
に
向
か
っ
て
数
発
の
一
斉
射
撃
を
お
こ
な
っ
た
。
秀
秋
は
、
東
軍
が
自
身
に
向
か
っ
て
銃

撃
し
た
の
を
見
る
と
、
諸
隊
に
西
軍
を
攻
撃
す
る
よ
う
に
命
令
し
、
松
尾
山
を
下
り
て
大
谷
吉
継
隊
に
突

入
し
た
。

　

吉
継
は
、
秀
秋
が
東
軍
に
内
通
し
て
い
る
と
見
抜
い
て
い
た
た
め
、
こ
の
変
事
に
驚
く
こ
と
な
く
、
六

百
余
の
兵
で
こ
れ
を
防
い
だ
。
そ
し
て
、
平
塚
為
広
と
戸
田
勝
成
は
小
早
川
隊
の
側
面
を
突
い
て
、
小
早

川
隊
を
後
退
さ
せ
た
。

　

小
早
川
隊
は
再
び
攻
撃
を
お
こ
な
う
が
、
こ
の
攻
撃
も
平
塚
・
戸
田
隊
が
奮
戦
し
て
押
し
返
し
た
。
し

か
し
、
藤
堂
高
虎
、
京
極
高
知
、
織
田
有
楽
ら
が
、
平
塚
・
戸
田
隊
を
側
面
か
ら
攻
撃
し
た
。

　

こ
の
時
、
藤
堂
高
虎
が
、
西
軍
の
脇
坂
安
治
ら
に
合
図
を
す
る
と
、
脇
坂
安
治
、
小
川
祐
忠
、
朽
木
元

綱
、
赤
座
直
保
も
東
軍
に
寝
返
り
、
平
塚
・
戸
田
隊
に
向
か
っ
た
。
脇
坂
ら
も
東
軍
に
内
通
し
て
い
た
の
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で
あ
る
。

　

脇
坂
ら
の
寝
返
り
に
よ
っ
て
、
小
早
川
隊
が
勢
い
を
取
り
戻
し
た
。
そ
し
て
、
三
面
か
ら
攻
撃
を
受
け

る
こ
と
と
な
っ
た
平
塚
・
戸
田
隊
と
大
谷
隊
は
壊
滅
し
た
。
平
塚
為
広
と
戸
田
勝
成
は
戦
死
、
大
谷
吉
継

は
自
害
し
た
。

　

小
早
川
秀
秋
の
寝
返
り
に
よ
っ
て
、
西
軍
諸
隊
に
動
揺
が
走
り
、
小
西
行
長
、
次
い
で
宇
喜
多
秀
家
が

敗
走
し
た
。
石
田
三
成
は
、
午
後
に
も
及
ん
で
激
戦
を
繰
り
広
げ
た
が
、
小
西
・
宇
喜
多
の
敗
走
を
受
け

て
崩
れ
た
。

　

島
津
勢
も
、
島
津
豊
久
が
一
斉
射
撃
で
応
戦
す
る
が
、
東
軍
の
突
入
は
止
め
ら
れ
ず
、
半
数
以
上
が
死

傷
し
た
。
そ
こ
で
島
津
惟
新
は
、
敵
中
を
突
破
し
て
牧
田
か
ら
西
南
に
逃
げ
る
こ
と
に
決
め
、
全
軍
一
団
と

な
っ
て
突
進
を
始
め
た
。
福
島
正
則
、
小
早
川
秀
秋
、
本
多
忠
勝
、
井
伊
直
政
が
、
島
津
勢
を
追
撃
す
る
。

島
津
豊
久
は
馬
を
返
し
て
奮
戦
す
る
が
、
戦
死
。
島
津
家
臣
・
長ち

ょ
う

寿じ
ゅ

院い
ん

盛も
り

淳あ
つ

も
、
自
ら
﹁
兵ひ

ょ
う

庫ご

入に
ゅ
う

道ど
う

（
島
津
惟
新
）﹂
を
名
乗
っ
て
奮
戦
の
末
、
戦
死
し
た
。

　

一
方
、
島
津
勢
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
松
平
忠
吉
と
井
伊
直
政
も
、
島
津
勢
の
奮
戦
に
よ
っ
て
忠
吉
が

負
傷
、
直
政
も
狙
撃
さ
れ
て
負
傷
す
る
。
そ
の
後
、
家
康
の
追
撃
中
止
命
令
が
下
り
、
午
後
二
時
半
に
戦

闘
は
終
了
し
た
。
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一
　
両
軍
の
移
動
に
つ
い
て

　

第
七
章
で
は
、
関
ヶ
原
合
戦
︿
以
下
、
本
戦
と
表
記
﹀
の
経
過
を
検
討
す
る
。
第
三
章
、
第
五
章
、
第
六

章
で
は
新
説
を
否
定
し
て
き
た
が
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
一
斉
射
撃
（
誘
鉄
炮
）
に
よ
っ
て
小こ

早ば
や

川か
わ

秀ひ
で

秋あ
き

が
寝
返
っ
た
と
す
る
逸
話
を
虚
構
と
す
る
以
上
、
通
説
ど
お
り
で
良
い
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

一
斉
射
撃
の
逸
話
を
除
い
て
も
成
立
す
る
合
戦
像
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
第
六
章
で

取
り
上
げ
た
白
峰
説
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
再
確
認
す
る
上
で
も
、
開
戦
を
は
じ
め
と
し
た
時
刻
の
考

察
は
必
要
と
な
る
。

　

第
七
章
で
は
﹃
日に

本ほ
ん

戦せ
ん

史し

・
関せ

き
が

原は
ら

役え
き

﹄︿
以
下
﹃
日
本
戦
史
﹄
と
表
記
﹀
の
内
容
を
大
き
く
六
つ
に
分
け
、

そ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
本
戦
の
経
過
を
解
明
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
一
点
目
と
し
て
、﹃
日
本
戦
史
﹄
は
、
西
軍
は
九
月
十
四
日
午
後
七
時
に
大お

お

垣が
き

城
（
大
垣
市
郭
町
）

を
出
発
し
、
翌
十
五
日
の
午
前
一
時
に
石
田
三
成
が
関
ヶ
原
に
到
着
。
続
い
て
島し

ま

津づ

惟い

新し
ん

は
午
前
四
時
に
、

そ
の
後
、
小こ

西に
し

行ゆ
き

長な
が

、
宇う

喜き

多た

秀ひ
で

家い
え

の
順
に
到
着
し
た
と
す
る
。
一
方
、
東
軍
は
午
前
三
時
か
ら
東と

う

山さ
ん

道ど
う

（
中
山
道
）
を
西
上
し
始
め
、
先
頭
は
夜
明
け
頃
に
関
ヶ
原
に
到
着
し
た
と
す
る
。
ま
ず
は
、
こ
れ
ら
の
時
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刻
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
西
軍
が
大
垣
城
を
発
っ
た
時
刻
は
、
十
四
日
の
午
後
六
時
以
降
〜
午
後
八

時
の
間
に
収
ま
る
。
ま
た
、
東
軍
に
つ
い
て
も
﹃
藤と

う

堂ど
う

家け

覚お
ぼ
え

書が
き

﹄
に
﹁
翌
日
十
五
日
の
未
明
に
、
い
ず
れ

も
青
野
を
御
発
ち
に
な
っ
て
﹂
と
あ
り
、
青あ

お

野の

ヶが

原は
ら

（
大
垣
市
青
野
町
）
に
布
陣
し
て
い
た
豊
臣
系
大
名
は

十
五
日
未
明
に
は
関
ヶ
原
へ
移
動
を
開
始
し
て
い
た
。

　

関
ヶ
原
に
到
着
し
た
時
刻
に
つ
い
て
は
、
当
時
十
四
歳
で
島
津
惟
新
に
従
っ
て
い
た
神
戸
久
五
郎
の
覚

書
に
﹁
九
月
十
四
日
の
夜
に
入
っ
て
か
ら
大
垣
を
御
出
発
、
夜
中
に
関
ヶ
原
に
御
着
に
な
ら
れ
ま
し
た
﹂

と
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
島
津
惟
新
に
従
っ
て
い
た
大
重
平
六
の
覚
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

﹇
史
料
14
﹈

慶
長
五
年
九
月
十
四
日
の
晩
六
ツ
下
り
（
午
後
六
時
過
ぎ
）
大
垣
を
御
出
で
に
な
ら
れ
、
関
ヶ
原
へ
向

け
て
御
出
発
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
夜
は
雨
が
降
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
夜
の
七
ツ
（
午
前

四
時
頃
）
時
分
に
関
ヶ
原
に
御
着
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
合
戦
の
割
り
当
て
は
一
番
鑓や

り

石
田
（
三
成
）
殿
、

二
番
中
書
（
豊
久
）
様
、
三
番
備
前
中
納
言
（
秀
家
）
殿
、
そ
の
次
が
惟
新
様
で
し
た
。
そ
の
ほ
か
大

名
衆
方
々
も
陣
取
な
さ
い
ま
し
た
。
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島
津
豊
久
の
隊
に
付
属
し
て
い
た
山や

ま

田だ

有あ
り

栄な
が

の
覚
書
﹃
山や

ま

田だ

晏あ
ん

斎さ
い

覚お
ぼ
え

書が
き

﹄
に
は
﹁
夜
明
け
前
に
関
ヶ
原

に
御
着
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
布
陣
地
に
つ
い
て
御
考
え
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
石
田
殿
の
備
は
陣
を

構
え
て
隊
を
配
置
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
右
へ
一
町
半
（
約
百
六
十
四
ｍ
）
ほ
ど
間
を
空
け
て
、
こ
ち
ら
の

軍
は
夜
明
け
に
布
陣
な
さ
い
ま
し
た
。
中
務
（
豊
久
）
様
の
備
で
す
﹂
と
、
豊
久
隊
は
夜
明
け
前
に
関
ヶ

原
に
到
着
し
、
こ
の
時
す
で
に
三
成
は
布
陣
し
て
お
り
、
豊
久
隊
も
夜
明
け
に
布
陣
が
完
了
し
た
と
す
る
。

　

本
戦
の
あ
っ
た
九
月
十
五
日
は
、
太
陽
暦
で
は
十
月
二
十
一
日
に
あ
た
る
。
日
の
出
は
午
前
六
時
頃
と

考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
島
津
惟
新
隊
の
関
ヶ
原
到
着
は
、
神
戸
久
五
郎
の
覚
書
が
﹁
夜
中
﹂、﹃
大
重
平
六

覚
書
﹄
が
夜
の
七
ツ
（
午
前
四
時
頃
）
で
あ
る
た
め
、
午
前
四
時
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
島
津
豊
久
隊
も
﹃
山

田
晏
斎
覚
書
﹄
に
夜
明
け
前
（
午
前
六
時
以
前
）
と
あ
る
た
め
、
同
様
と
思
わ
れ
る
。
島
津
勢
は
そ
れ
か
ら

約
二
時
間
で
陣
の
構
築
を
完
了
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

牧
田
（
大
垣
市
上
石
津
町
）
を
経
由
し
て
の
大
垣
城
か
ら
史
跡
・
石
田
三
成
陣
跡
（
関
ケ
原
町
関
ケ
原
）
ま

で
の
距
離
は
約
二
十
㎞
で
あ
り
、
雨
天
に
軍
勢
で
の
移
動
を
考
え
る
と
、
十
四
日
の
午
後
七
、
八
時
頃
に

出
立
し
た
島
津
勢
が
翌
日
午
前
四
時
頃
に
関
ヶ
原
に
到
着
し
、
午
前
六
時
頃
に
布
陣
を
完
了
し
た
と
い
う

の
は
、
現
実
的
な
数
字
で
あ
る
。
島
津
勢
に
遅
れ
て
到
着
し
た
隊
も
午
前
七
時
ま
で
に
は
布
陣
を
完
了
し
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た
と
推
測
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
彦ひ

こ

坂さ
か

元も
と

正ま
さ

と
石い

し

川か
わ

康や
す

通み
ち

が
、
九
月
十
七
日
付
け
で
松ま

つ

平だ
い
ら

家い
え

乗の
り

に
宛
て
た
書
状
（
第
六
章
１
４
２

頁
﹇
史
料
９
﹈
参
照
）
に
は
、
西
軍
が
大
垣
城
を
発
つ
際
に
外そ

と

曲ぐ
る

輪わ

を
焼
き
払
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
記
述
に
は
疑
問
が
生
じ
る
。
西
軍
の
関
ヶ
原
転
進
は
、
牧
田
を
経
由
す
る
迂
回
路
を
通
っ
て
い
る
。

早
期
に
東
軍
に
気
付
か
れ
た
場
合
、
先
に
関
ヶ
原
に
到
達
で
き
る
の
は
垂た

る

井い

（
岐
阜
県
垂
井
町
）
を
押
さ
え

て
い
る
東
軍
で
あ
る
。
東
軍
が
先
に
関
ヶ
原
を
押
さ
え
た
場
合
、
三
成
ら
に
勝
ち
目
は
な
い
だ
ろ
う
。
外

曲
輪
を
焼
き
払
う
と
い
う
注
意
を
引
く
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
と
は
考
え
難
い
。﹃
藤
堂
家
覚
書
﹄
の
記
述

を
み
て
も
、
東
軍
が
十
四
日
の
内
に
西
軍
の
関
ヶ
原
転
進
を
知
っ
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

　

島
津
惟
新
に
従
っ
て
本
戦
に
参
加
し
た
帖ち

ょ
う

佐さ

宗む
ね

光み
つ

の
覚
書
（
第
四
章
１
０
９
頁
﹇
史
料
８
﹈
参
照
）
に
は
、

火
を
付
け
た
火
縄
を
挟
ん
だ
竹
を
沢
山
立
て
て
陣
に
人
が
い
る
よ
う
に
偽
装
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
ち

ら
が
真
相
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
大
垣
城
が
所
領
三
万
石
の
伊い

藤と
う

盛も
り

正ま
さ

の
居
城
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、
宇
喜
多
秀
家
や
三
成
ら
が
率
い
た
兵
を
全
て
収
容
す
る
た
め
に
外
曲
輪
を
拡
張
し
た
と
し
て
も
不

思
議
は
な
く
、
大
垣
を
離
れ
る
に
あ
た
っ
て
防
御
面
積
の
縮
小
の
た
め
に
焼
却
さ
れ
た
可
能
性
は
有
り
得

る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
三
成
ら
の
関
ヶ
原
へ
の
移
動
が
完
了
し
た
後
に
大
垣
城
守
将
の
福ふ

く

原は
ら

長な
が

堯た
か

ら
の
手
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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二
　
井
伊
直
政
の
抜
け
駆
け
に
つ
い
て

　

続
い
て
二
点
目
と
し
て
、﹃
日
本
戦
史
﹄
は
、
午
前
七
時
を
過
ぎ
て
も
戦
闘
は
開
始
さ
れ
ず
、
午
前
八
時

頃
に
松ま

つ

平だ
い
ら

忠た
だ

吉よ
し

と
井い

伊い

直な
お

政ま
さ

が
宇
喜
多
隊
に
向
か
い
、
戦
端
を
開
い
た
と
す
る
。

　

ま
ず
、
戦
端
を
開
い
た
の
が
忠
吉
と
直
政
と
い
う
点
は
、
九
月
十
七
日
付
け
彦
坂
元
正
・
石
川
康
通
連

署
状
に
﹁
こ
の
地
の
衆
、
井
兵
少
（
直
政
）
ま
た
福
島
（
正
則
）
殿
が
先
陣
と
な
り
、
そ
の
ほ
か
の
者
も
悉

こ
と
ご
とく

続
い
た
﹂
と
、
井
伊
直
政
が
福ふ

く

島し
ま

正ま
さ

則の
り

と
と
も
に
﹁
先
陣
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、
通
説
ど
お
り

で
い
い
だ
ろ
う
。

　

文
中
に
あ
る
﹁
こ
の
地
の
衆
﹂
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
こ
の
書
状
が
記
さ
れ
た
時
、
彦
坂
元
正
と
石
川

康
通
は
佐さ

和わ

山や
ま

城
（
滋
賀
県
彦
根
市
）
の
番
手
に
当
た
っ
て
い
る
た
め
、
素
直
に
読
む
と
近
江
国
の
領
主
と

解
釈
で
き
る
が
、（
本
戦
当
時
）
近
江
が
西
軍
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
考
え
難
い
。
本
戦

に
勝
利
し
た
後
、
近
江
国
に
入
っ
て
い
た
東
軍
主
力
の
面
々
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
全
体
の
解

釈
は
﹁（
現
在
）
こ
の
地
に
い
る
井
伊
直
政
と
福
島
正
則
が
先
手
と
な
り
、
そ
の
ほ
か
の
者
も
悉
く
続
い
た
﹂

と
な
る
。
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先
陣
は
福
島
正
則
で
あ
っ
た
た
め
、
松
平
忠
吉
と
井
伊
直
政
の
行
為
は
抜
け
駆
け
と
な
る
。
抜
け
駆
け

は
軍
令
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
で
あ
り
、
た
と
え
手
柄
を
立
て
た
と
し
て
も
処
罰
の
対
象
と
な
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
忠
吉
と
直
政
が
抜
け
駆
け
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
徳
川
氏
が
抱
え
る
事
情
を
踏
ま
え
て

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

榊さ
か
き

原ば
ら

康や
す

政ま
さ

、
大お

お

久く

保ぼ

忠た
だ

隣ち
か

、
酒さ

か

井い

家い
え

次つ
ぐ

ら
大
身
家
臣
が
多
く
編
制
さ
れ
た
徳
川
軍
主
力
は
徳
川
秀ひ

で

忠た
だ

が

率
い
て
い
た
が
、
未
だ
美
濃
国
に
到
着
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
関
ヶ
原
に
は
備そ

な
え（

部
隊
）
を
構
成
し
て
前
線
で
戦
え
る
重
臣
は
、
忠
吉
、
直
政
、
本ほ

ん

多だ

忠た
だ

勝か
つ

し
か
い
な
か
っ
た
。
そ
の
兵
力
の
割
合
は
、
東
軍
の
前
線
部
隊
の
約
五
分
の
一
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
は

豊
臣
系
大
名
で
あ
っ
た
。

　

ゆ
え
に
直
政
は
、
先
陣
を
切
る
こ
と
で
徳
川
家
中
の
面
目
を
施
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
果
的
に

東
軍
の
完
勝
で
終
結
し
な
が
ら
も
、
徳
川
家
臣
の
村む

ら

越こ
し

兵ひ
ょ
う

庫ご

と
、
旧
臣
の
奥お

く

平だ
い
ら

貞さ
だ

治は
る

が
戦
死
。
松
平
忠

吉
と
井
伊
直
政
が
負
傷
。
戦
場
で
傷
を
負
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
本
多
忠
勝
で
さ
え
、
名
馬
・
三み

国く
に

黒ぐ
ろ

を
被
弾
で
失
っ
て
い
る
。
徳
川
氏
の
関
係
者
に
死
傷
者
が
目
立
つ
の
は
、
こ
う
し
た
引
け
目
が
背
景

と
し
て
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

直
政
の
抜
け
駆
け
に
つ
い
て
は
、
一
次
史
料
か
ら
確
認
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
実
在
を
疑
問
視
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さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
彦
坂
元
正
・
石
川
康
通
連
署
状
か
ら
、
直
政
が
﹁
先
陣
﹂
と
し
て
評
価
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

仮
に
抜
け
駆
け
が
後
世
の
創
作
で
あ
っ
た
場
合
、
正
規
に
﹁
先
陣
﹂
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え

て
抜
け
駆
け
を
犯
し
た
話
を
付
け
加
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
は
デ
メ
リ
ッ
ト
し
か
な
い
。
規
律
に
よ

っ
て
社
会
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

彦
坂
元
正
・
石
川
康
通
連
署
状
に
お
い
て
、
福
島
正
則
の
﹁
先
陣
﹂
は
侵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
直
政
の
﹁
先

陣
﹂
と
併
存
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
直
政
の
抜
け
駆
け
は
実
在
し
た
が
、
直
政
は
抜
け
駆
け
の
主

役
に
忠
吉
を
立
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
則
に
し
て
み
れ
ば
、
家
康
の
子
息
が
初
陣
で
あ
る
上
に
、
傷
を

負
っ
て
ま
で
挙
げ
た
武
功
を
非
難
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
直
政
の
﹁
先
陣
﹂
は
抜
け
駆
け

で
あ
っ
た
た
め
、
正
則
の
﹁
先
陣
﹂
は
侵
さ
れ
ず
に
、
依
然
と
し
て
﹁
先
陣
﹂
と
評
価
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
配
慮
を
も
っ
て
、
徳
川
方
は
正
則
と
の
衝
突
を
回
避
し
た
と
思
わ
れ
る
。

三
　
開
戦
時
刻

　

次
に
開
戦
時
刻
で
あ
る
が
、
彦
坂
元
正
・
石
川
康
通
連
署
状
は
﹁
十
五
日
の
巳
の
刻
、
関
ヶ
原
に
差
し
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掛
か
り
、
一
戦
な
さ
い
ま
し
た
﹂
と
、
開
戦
は
巳
の
刻
（
午
前
十
時
頃
）
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
豊
国

社
の
神し

ん

龍り
ゅ
う

院い
ん

梵ぼ
ん

舜し
ゅ
んの

日
記
﹃
舜し

ゅ
ん

旧き
ゅ
う

記き

﹄
に
も
﹁
巳
の
刻
﹂
の
記
述
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
島
津
家
中
の
某
覚
書
に
も
﹁
翌
十
五
日
の
巳
の
刻
ご
ろ
、
朝
霧
の
絶
間
か
ら
幟の

ぼ
りと

思
し
き
物

が
見
え
た
と
報
告
が
あ
り
、
各
々
が
見
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
思
っ
た
通
り
、
関
東
の
大
軍
勢
数
万
騎
が
見

え
ま
し
た
。
こ
の
大
軍
勢
が
次
第
に
近
づ
い
て
来
て
、
惟
新
様
の
御
備
か
ら
東
に
あ
る
備
前
中
納
言
（
秀

家
）
の
備
に
攻
め
掛
か
り
、
合
戦
と
な
っ
た
と
こ
ろ
、
備
前
中
納
言
殿
の
備
は
敗
れ
ま
し
た
﹂
と
、
巳
の

刻
ご
ろ
に
東
軍
が
宇
喜
多
隊
に
攻
め
掛
か
っ
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
に
宇
喜
多
隊
の
壊
滅
が
記

さ
れ
て
お
り
、
開
戦
時
刻
で
は
な
く
、
東
軍
が
総
力
を
挙
げ
て
突
撃
し
た
時
刻
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、
秀
秋
の
寝
返
り
と
大
谷
隊
の
壊
滅
が
宇
喜
多
隊
の
壊
滅
の
後
に
記
さ
れ
て
お
り
、
某
覚
書

に
は
時
系
列
の
前
後
が
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
﹃
関せ

き

ヶが

原は
ら

御ご

合か
っ

戦せ
ん

双ぞ
う

紙し

﹄
に
は
、﹁
次
第
に
巳
の
刻
ご
ろ
に
空
が
晴
れ
て
視
界
が
良
く
な
っ
た
。
そ

の
時
、
沢
井
左
衛
門
尉
（
雄
重
）、
祖
父
江
法
斎
、
森
勘
解
由
、
奥
平
藤
兵
衛
（
貞
治
）
が
物
見
に
出
た
と

こ
ろ
、
敵
に
遭
遇
し
て
戦
い
、
勇
ま
し
い
功
名
を
立
て
た
﹂
と
あ
る
。
後
年
に
生い

駒こ
ま

利と
し

豊と
よ

が
本
戦
の
様
子

を
記
し
た
書
状
か
ら
も
、﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
と
同
様
に
沢さ

わ

井い

雄か
つ

重し
げ

ら
が
福
島
正
則
に
属
し
て
宇
喜
多

隊
と
戦
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
第
四
章
96
頁
﹇
史
料
６
﹈
参
照
）。
そ
し
て
﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
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紙
﹄
の
記
述
は
、
島
津
家
中
の
某
覚
書
の
記
述
と
類
似
し
て
い
る
。

　

一
方
、﹃
関せ

き
が

原は
ら

始し

末ま
つ

記き

﹄
は
﹁
辰
の
刻
に
合
戦
始
て
﹂
と
し
、﹃
寛か

ん

永え
い

諸し
ょ

家か

系け
い

図ず

伝で
ん

﹄
脇わ

き

坂ざ
か

安や
す

治は
る

の
項
も

﹁
九
月
十
五
日
辰
の
刻
の
一
戦
﹂
と
、
開
戦
は
辰
の
刻
（
午
前
八
時
頃
）
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　

辰
の
刻
と
巳
の
刻
の
間
と
す
る
記
録
も
あ
り
、﹃
山
田
晏
斎
覚
書
﹄
は
﹁
十
五
日
、
早
朝
に
後あ

と

備ぞ
な
えは

内
府

（
家
康
）
勢
ま
で
攻
め
掛
か
る
と
申
し
て
来
ま
し
た
。
一
戦
は
辰
巳
の
間
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
雨
天
の
た
め

霧
が
深
く
て
、
細
々
と
は
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
﹂
と
し
、
山
田
有
栄
に
従
っ
て
戦
っ
た
黒
木
左
近
兵
衛
の

申
分
も
同
様
に
﹁
関
ヶ
原
合
戦
、
慶
長
五
年
九
月
十
五
日
辰
巳
の
刻
の
間
に
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
雨
天
の

た
め
霧
が
深
く
て
、
方ほ

う

々ぼ
う

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
﹂
と
、
雨
が
降
り
、
霧
が
深
い
中
で
戦
闘

が
あ
っ
た
と
す
る
。

　

さ
ら
に
、
帖
佐
宗
光
の
覚
書
は
﹁
家
康
卿
は
十
四
日
の
昼
に
大
垣
（
赤
坂
）
に
到
着
さ
れ
、
十
五
日
の

未
明
に
石
田
の
軍
を
破
る
た
め
に
一
戦
に
及
び
ま
し
た
﹂
と
し
、
十
月
七
日
付
け
で
池い

け

田だ

輝て
る

政ま
さ

が
本ほ

ん

多だ

正ま
さ

純ず
み

に
宛
て
た
書
状
に
も
﹁
九
月
十
四
日
の
夜
、
大
谷
刑
部
少
（
吉
継
）
が
陣
取
に
着
い
た
と
こ
ろ
、
明
十

五
日
の
未
明
に
（
家
康
は
）
御
一
戦
を
御
命
じ
に
な
り
﹂
と
あ
る
（﹃
士
林
泝
洄
﹄）。
ま
た
、
伊だ

て達
政ま

さ

宗む
ね

も

九
月
三
十
日
付
け
で
家
臣
た
ち
に
宛
て
た
書
状
で
﹁
大
垣
に
籠
城
し
て
い
た
衆
は
夜
中
に
紛
れ
て
、
美
濃

国
の
山
中
（
関
ケ
原
町
山
中
）
と
い
う
所
へ
移
動
し
、
陣
取
っ
た
の
を
、
十
五
日
未
明
に
、
ひ
た
す
ら
攻
め
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掛
か
っ
て
押
し
崩
し
﹂
と
、
未
明
に
開
戦
し
た
と
す
る
（﹃
留
守
家
文
書
﹄）。

　

ま
た
、
神
戸
久
五
郎
の
覚
書
は
﹁
夜
が
明
け
る
と
、
東
国
衆
は
大
谷
刑
部
殿
の
陣
に
攻
撃
を
仕
掛
け
ま

し
た
﹂
と
、
夜
明
け
に
東
軍
が
大
谷
吉
継
の
陣
に
攻
め
掛
か
っ
た
と
す
る
。

　

史
料
に
よ
っ
て
時
刻
は
様
々
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
先ま

ず
言
え
る
こ
と
は
、
当
日
は
雨
が
降

り
、
霧
が
深
か
っ
た
が
、
巳
の
刻
（
午
前
十
時
頃
）
に
は
天
候
が
好
転
し
、
霧
も
晴
れ
て
ゆ
き
視
界
が
良
く

な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
状
況
と
、
天
候
が
好
転
す
る
以
前
か
ら
戦
闘
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
笠か

さ

谷や

和か
ず

比ひ

古こ

氏
の
﹁
当
時
の
合
戦
に
お
い
て
、
明
け
方
ま
で
に
両

軍
の
布
陣
が
完
了
し
て
お
き
な
が
ら
、
昼
近
く
の
十
時
に
な
っ
て
漸よ

う
やく

開
戦
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
先

ず
な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
合
戦
に
お
け
る
基
本
形
は
、
両
軍
が
と
も
に
布
陣
を
完
了
し
て
い
た
と
い

う
状
態
の
下
で
は
、
早
朝
、
払
暁
（
卯
の
刻
）
と
と
も
に
戦
闘
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
夕
方
、
い
わ
ゆ

る
逢
魔
が
時
の
頃
に
な
る
と
戦
闘
を
停
止
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
﹂
と
す
る
指
摘
は
重
要
で
あ
る
（
笠

谷
：
二
〇
二
二
）。

　

無
論
、
当
日
は
霧
が
深
く
、
笠
谷
氏
が
述
べ
る
合
戦
の
セ
オ
リ
ー
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
は
出

来
な
い
が
、﹃
藤
堂
家
覚
書
﹄
で
は
、
藤と

う

堂ど
う

高た
か

虎と
ら

の
家
臣
・
藤と

う

堂ど
う

良よ
し

勝か
つ

が
朝
駆
け
を
お
こ
な
い
、
諸
軍
の
中

で
一
番
首
を
挙
げ
た
と
す
る
（
第
四
章
１
０
５
頁
﹇
史
料
７
﹈
参
照
）。
藤
堂
良
勝
の
よ
う
に
功
名
を
立
て
よ
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う
と
す
る
者
が
少
な
か
ら
ず
い
る
な
か
、
霧
が
晴
れ
る
巳
の
刻
ま
で
静
寂
を
保
つ
の
は
不
可
能
と
い
え

よ
う
。

　

開
戦
時
刻
を
述
べ
た
史
料
の
中
で
、
本
戦
当
事
者
（
あ
る
い
は
参
戦
し
た
家
）
に
絞
る
と
次
の
通
り
で
あ

る
（
某
覚
書
は
証
言
者
を
特
定
で
き
な
い
た
め
除
く
）。

　
①
﹁
未
明
﹂
は
、
島
津
惟
新
の
家
臣
と
、
池
田
輝
政
。

　
②
﹁
夜
明
け
﹂
は
、
島
津
惟
新
の
家
臣
。

　
③
﹁
辰
の
刻
﹂
は
、
脇
坂
氏
。

　
④
﹁
辰
の
刻
と
巳
の
刻
の
間
﹂
は
、
島
津
豊
久
に
付
属
し
た
者
。

　

島
津
惟
新
に
従
っ
た
者
の
覚
書
は
、
史
料
に
よ
っ
て
記
述
が
様
々
で
あ
る
が
、
島
津
豊
久
に
付
属
し
た

者
は
﹁
辰
の
刻
と
巳
の
刻
の
間
﹂
で
一
致
す
る
。
島
津
惟
新
に
従
っ
た
者
た
ち
の
記
述
が
異
な
る
理
由
は

明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
惟
新
の
布
陣
地
が
石
田
三
成
の
陣
の
西
に
位
置
し
、
諸
将
に
比
べ
て
後
方
に
あ

る
点
や
、﹃
大
重
平
六
覚
書
﹄
に
﹁
合
戦
の
割
り
当
て
は
一
番
鑓
石
田
殿
、
二
番
中
書
（
豊
久
）
様
、
三
番

備
前
中
納
言
（
秀
家
）
殿
、
そ
の
次
が
惟
新
様
で
し
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
西
軍
内
部
の
取
り
決
め
に
お

い
て
も
、
惟
新
は
三
番
鑓
の
秀
家
に
続
く
後
方
の
担
当
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
交
戦
場
と
離
れ
て
い
た

点
が
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
石
田
三
成
の
陣
の
南
西
に
位
置
し
、
二
番
鑓
と
さ
れ
た
島
津
豊
久
に
付
属
し
た
者
は

﹁
辰
の
刻
と
巳
の
刻
の
間
﹂
と
述
べ
て
お
り
、
大お

お

関せ
き

（
通
説
で
は
藤
下
）
に
布
陣
し
た
脇
坂
氏
は
﹁
辰
の
刻
﹂

と
し
て
い
る
。
前
線
に
位
置
し
た
者
（
家
）
が
伝
え
る
時
刻
ほ
ど
、
辰
の
刻
（
午
前
八
時
頃
）
に
近
づ
く
傾

向
に
あ
る
。

　

情
報
源
が
伝
聞
で
あ
る
一
次
史
料
は
、﹁
未
明
﹂
と
す
る
伊
達
政
宗
書
状
、﹁
巳
の
刻
﹂
と
す
る
彦
坂
元

正
・
石
川
康
通
連
署
状
と
、﹃
舜
旧
記
﹄
が
あ
る
。

﹁
巳
の
刻
﹂
と
す
る
記
録
は
、
情
報
源
が
伝
聞
で
あ
る
も
の
が
多
い
。
一
方
で
本
戦
当
事
者
が
示
す
時
刻

は
、﹁
辰
の
刻
﹂
前
後
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
は
全
体
的
な
認
識
と
し
て
は
﹁
巳
の
刻
﹂
で
あ
り
、
戦
闘

を
目
の
当
た
り
に
し
た
当
事
者
に
と
っ
て
は
﹁
辰
の
刻
﹂
前
後
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
日

は
霧
が
深
く
、
巳
の
刻
（
午
前
十
時
頃
）
に
な
っ
て
晴
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
巳
の
刻
よ
り
前
に

総
力
を
挙
げ
た
突
撃
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
く
、
後
方
に
い
る
諸
隊
は
戦
闘
に
参
加
せ
ず
、
前
線
に
い
る

隊
が
慎
重
に
進
み
な
が
ら
攻
撃
を
掛
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
闘
が
開
始
さ
れ
た
の
は
﹁
辰
の
刻
﹂
あ
る

い
は
﹁
辰
の
刻
と
巳
の
刻
の
間
﹂
で
あ
ろ
う
。

﹁
未
明
﹂
を
示
す
史
料
も
あ
る
が
、
笠
谷
氏
が
述
べ
る
合
戦
の
セ
オ
リ
ー
に
は
当
て
は
ま
ら
ず
、
さ
ら
に

霧
が
深
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
戦
闘
を
お
こ
な
う
の
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
史
跡
・
徳
川
家
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康
岡
山
本
陣
跡
（
大
垣
市
赤
坂
町
）
か
ら
史
跡
・
関
ケ
原
宿
本
陣
跡
（
関
ケ
原
町
関
ケ
原
）
ま
で
の
距
離
は

約
十
一
㎞
で
あ
り
、
軍
勢
で
の
移
動
を
考
え
る
と
三
時
間
は
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
未
明
の
内
に
、
東

軍
諸
隊
が
布
陣
を
完
了
さ
せ
、
さ
ら
に
攻
撃
を
仕
掛
け
る
に
至
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
理
論
上
、
未
明

に
戦
闘
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
霧
が
深
く
、
日
が
射
し
に
く
い
こ
と
が
影
響
し
て
﹁
未
明
﹂
と
誤
認

し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
池
田
輝
政
は
南な

ん

宮ぐ
う

山さ
ん

の
抑
え
で
あ
り
、
開
戦
時
に
関
ヶ
原
に
い
な
か
っ
た
。
家
康
も
布
陣
地
は

野の

上が
み

（
関
ケ
原
町
野
上
）
と
関
ヶ
原
の
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
ヶ
原
に
は
い
な
い
。
開
戦
時
に
家
康
の
号

令
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
諸
将
の
裁
量
に
よ
っ
て
開
戦
の
火
蓋
が
切
ら
れ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

東
軍
側
の
記
録
で
は
、
家
康
が
関
ヶ
原
へ
の
移
動
を
命
じ
た
時
を
以
て
開
戦
の
号
令
と
位
置
づ
け
て
、﹁
明

十
五
日
の
未
明
に
御
一
戦
を
御
命
じ
に
な
り
﹂
と
な
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

四
　
家
康
に
よ
る
乾
坤
一
擲
の
前
進

　

続
い
て
三
点
目
と
し
て
、﹃
日
本
戦
史
﹄
は
、
九
時
過
ぎ
頃
に
家
康
は
桃
配
山
か
ら
関
ヶ
原
へ
進
軍
し
て

士
気
を
鼓
舞
。
十
一
時
頃
に
は
更
に
三
、
四
丁
（
三
、
四
百
ｍ
）
前
進
し
た
と
す
る
。
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こ
の
家
康
に
よ
る
乾け

ん

坤こ
ん

一い
っ

擲て
き

と
も
い
え
る
前
進
は
、
一
次
史
料
は
も
と
よ
り
、﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄

や
﹃
関
原
始
末
記
﹄
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
は
執
筆
当
時
か
ら
周

囲
の
関
心
を
引
い
て
お
り
、﹃
関
原
始
末
記
﹄
は
酒さ

か

井い

忠た
だ

勝か
つ

の
命
で
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
、
家
康
へ

の
配
慮
を
多
分
に
求
め
ら
れ
る
背
景
で
作
ら
れ
た
史
料
が
、
家
康
の
見
せ
場
を
書
き
漏
ら
す
と
は
考
え
難

い
。
こ
の
こ
と
は
、
逸
話
が
事
実
で
は
な
く
、
後
世
の
創
作
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

逸
話
に
関
す
る
記
述
の
初
見
は
、
寛か

ん

文ぶ
ん

三
年
（
一
六
六
三
）
成
立
の
﹃
慶け

い

長ち
ょ
う

軍ぐ
ん

記き

﹄
で
あ
り
、﹁
巳
の

刻
に
晴
と
な
っ
て
、
東
西
は
初
め
て
玲れ

い

瓏ろ
う

と
な
っ
た
。
旭
が
東
に
輝
い
て
西
に
光
を
射
し
た
。（
家
康
の
）

本
陣
は
魚
鱗
の
陣
で
備
ら
れ
、
先
鋒
の
衆
は
鶴
翼
の
陣
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
旗
本
は
関
ケ
原
町
口
東
か

ら
西
へ
拾
二
町
前
進
し
、
ま
た
、
酒
井
左
衛
門
に
命
じ
て
、
金
扇
の
御
馬
印
な
ら
び
に
白
旗
を
、
御
本
陣

よ
り
九
町
ほ
ど
御
先
へ
出
さ
れ
た
﹂
と
、
手
勢
や
馬
印
を
前
進
さ
せ
た
と
あ
る
。

　

延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
成
立
の
﹃
武ぶ

家け

事じ

紀き

﹄
に
も
﹁
戦
の
半な

か

ば
に
、
源
君
（
家
康
）
馬
廻
の
勇
士
が

一
同
に
駆
け
入
っ
て
戦
っ
た
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
家
康
は
伊
達
政
宗
に
次
の
書
状
を
送
っ
て
お
り
（﹃
伊
達
家
文
書
﹄）、
石い

し

川か
わ

家い
え

成な
り

に
も
同
じ
内
容

の
書
状
を
送
っ
て
い
る
（﹃
松
平
義
行
氏
所
蔵
文
書
﹄）。

167 第七章　　合 戦 の 経 過 を 検 討 す る



﹇
史
料
15
﹈

今
月
十
五
日
の
午
の
刻
（
正
午
頃
）、
美
濃
国
の
山
中
に
お
い
て
一
戦
に
お
よ
び
、
備
前
中
納
言
（
秀

家
）、
島
津
（
惟
新
）、
小
西
（
行
長
）、
石
治
部
（
三
成
）
の
軍
勢
を
悉

こ
と
ご
とく

討
ち
取
り
ま
し
た
。
す
ぐ

に
佐
和
山
ま
で
、
今
日
中
に
着
馬
し
ま
す
。
大
垣
も
今
日
中
に
攻
略
し
ま
す
。
御
安
心
く
だ
さ
い
。

そ
の
表
の
こ
と
、（
政
宗
の
）
処
置
は
尤も

っ
とも

で
す
。
恐
々
謹
言
。

　
　
　
　
　
　

九
月
十
五
日　
　

家
康
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

大
崎
少
将
殿

　

内
容
か
ら
本
戦
に
勝
利
し
た
直
後
に
記
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
面
を
素
直
に
読
む
と
開
戦
時
刻
は
午

の
刻
（
正
午
頃
）
と
な
る
が
、
そ
れ
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
自
ず
と
午
の
刻
は
西
軍
を
壊
滅
さ
せ
た
時

刻
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
家
康
が
野
上
と
関
ヶ
原
の
間
の
地
点
に
布
陣
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
午
の
刻
は
家

康
が
関
ヶ
原
に
入
っ
た
時
刻
を
指
す
可
能
性
が
出
て
く
る
。﹃
山
田
晏
斎
覚
書
﹄
に
は
﹁
こ
う
し
た
と
こ
ろ

に
、
内
府
様
の
備
（
部
隊
）
が
、
こ
ち
ら
が
通
る
道
筋
に
向
か
っ
て
御
出
で
に
な
っ
た
の
で
、
一
大
事
で

あ
る
と
思
っ
た
が
、
佐
和
山
に
通
じ
る
街
道
の
方
を
御
通
り
に
な
っ
た
の
で
、
別
条
な
か
っ
た
﹂
と
、
退
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却
す
る
島
津
惟
新
の
供
を
し
て
い
た
山
田
有
栄
が
、
家
康
の
本
隊
と
遭
遇
し
た
と
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
に

は
家
康
が
関
ヶ
原
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
家
康
の
本
隊
に
い
た
小お

栗ぐ
り

忠た
だ

政ま
さ

が

島
津
の
騎
兵
を
討
ち
取
っ
て
い
る
の
で
、
家
康
本
隊
と
島
津
勢
と
の
間
に
多
少
の
戦
闘
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
（﹃
寛
永
伝
﹄）。

﹃
山
田
晏
斎
覚
書
﹄
に
よ
る
と
、
家
康
の
本
隊
は
﹁
御
出
で
﹂﹁
御
通
り
﹂
と
あ
る
の
で
、
家
康
が
午
の
刻

に
関
ヶ
原
に
入
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
後
述
す
る
が
、
西
軍
が
壊
滅
す
る
の
は
正
午
頃
で
あ
る
た
め
、
家

康
の
関
ヶ
原
へ
の
進
軍
は
、
戦
局
が
有
利
に
な
っ
た
後
の
こ
と
と
な
り
、
乾
坤
一
擲
の
前
進
で
は
な
い
。

五
　
西
軍
の
壊
滅

　

続
い
て
四
点
目
と
し
て
、﹃
日
本
戦
史
﹄
は
、
島
津
勢
の
前
衛
（
島
津
豊
久
）
は
泰
然
と
し
て
動
こ
う
と

せ
ず
、
敵
兵
を
待
ち
構
え
る
姿
勢
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
石
田
家
臣
・
八や

そ十
島じ

ま

助す
け

左ざ

衛え

門も
ん

が
使
者

と
し
て
後
続
の
助
勢
を
頼
み
に
二
度
訪
れ
る
が
、
二
回
目
の
催
促
の
時
に
馬
上
で
使
命
を
伝
え
た
こ
と
を

島
津
家
臣
に
咎
め
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
三
成
自
身
が
助
勢
を
頼
み
に
訪
れ
る
が
、
豊
久
に
断
ら
れ
た
と

す
る
。
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ま
た
五
点
目
と
し
て
、﹃
日
本
戦
史
﹄
は
、
石
田
三
成
隊
は
奮
戦
し
、
午
後
に
至
っ
て
も
勝
敗
は
つ
か
な

か
っ
た
が
、
宇
喜
多
秀
家
と
小
西
行
長
の
敗
走
を
受
け
て
崩
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
併
せ
て
検
討
し
て

い
き
た
い
。

　

豊
久
が
敵
を
待
ち
構
え
る
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
は
第
四
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
八
十
島
助
左
衛

門
が
助
勢
を
求
め
た
際
の
遣
り
取
り
は
、﹃
山
田
晏
斎
覚
書
﹄
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

﹇
史
料
16
﹈

石
田
殿
は
八
十
島
助
左
衛
門
殿
を
使
者
と
し
て
﹁（
石
田
隊
が
）
敵
勢
に
攻
め
掛
か
る
の
で
、
後
か
ら

攻
め
掛
か
っ
て
欲
し
い
﹂
と
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
。（
豊
久
は
）﹁
委
細
、
承
知
し
た
﹂
と
御
返
事
に
な

り
ま
し
た
。（
再
び
）
八
十
島
殿
が
使
に
参
り
ま
し
た
。
こ
の
時
は
、
こ
ち
ら
の
備
の
中
か
ら
﹁
馬
上

か
ら
口
上
を
述
べ
る
な
ど
無
礼
な
こ
と
だ
。
討
ち
取
れ
﹂
な
ど
と
口
々
に
喚わ

め

き
立
て
た
の
で
、（
八
十

島
は
）
す
ぐ
に
駆
け
戻
り
ま
し
た
。
続
い
て
石
田
殿
自
身
が
出
向
い
て
﹁（
石
田
隊
が
）
敵
勢
に
攻
め

掛
か
る
の
で
、
後
か
ら
攻
め
掛
か
っ
て
欲
し
い
﹂
と
言
い
ま
し
た
。
中
務
（
豊
久
）
様
は
御
返
事
と

し
て
﹁
今
日
の
戦
闘
は
各
隊
が
そ
れ
ぞ
れ
、
力
を
尽
く
し
て
戦
お
う
で
は
な
い
か
。
御
方
（
三
成
）
も

そ
の
通
り
に
御
心
得
い
た
だ
き
た
い
﹂
と
直
に
仰
せ
ら
れ
た
の
で
、（
三
成
は
）﹁
武
運
を
祈
る
﹂
と
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仰
せ
ら
れ
、
自
身
の
備
え
に
帰
着
す
る
途
中
と
思
わ
れ
る
時
に
、
は
ら
は
ら
と
（
石
田
隊
は
）
敗
軍

し
ま
し
た
。

　

内
容
は
大
方
﹃
日
本
戦
史
﹄
の
通
り
で
あ
る
。
八
十
島
助
左
衛
門
が
後
続
の
助
勢
を
依
頼
し
た
こ
と
は
、

島
津
豊
久
隊
が
積
極
的
に
打
っ
て
出
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、﹃
山
田
晏
斎
覚
書
﹄
に
は

﹁
一
戦
前
に
大
谷
（
吉
継
）
殿
の
陣
を
筑
前
中
納
言
（
秀
秋
）
殿
が
攻
め
破
っ
た
﹂
と
も
あ
り
、
豊
久
は
西

軍
内
部
の
取
り
決
め
で
二
番
鑓
と
さ
れ
て
い
た
が
、
大
谷
隊
が
壊
滅
し
た
頃
も
静
観
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

帖
佐
宗
光
の
覚
書
に
は
﹁
石
田
隊
は
皆
、
陣
を
破
ら
れ
て
敗
北
し
ま
し
た
。
午
の
刻
の
こ
と
で
し
た
で

し
ょ
う
か
、
こ
ち
ら
（
惟
新
）
の
陣
を
敵
が
四
方
か
ら
取
り
囲
ん
で
、
激
し
く
攻
め
て
き
ま
し
た
﹂
と
あ

る
た
め
、
石
田
隊
の
壊
滅
お
よ
び
、
島
津
惟
新
隊
に
東
軍
が
攻
め
込
ん
だ
の
は
正
午
頃
と
い
え
る
。

　

三
成
隊
の
壊
滅
が
正
午
頃
で
あ
る
の
は
、﹇
史
料
16
﹈
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
山
田
有
栄
は
、
三
成
が

自
陣
に
戻
る
途
中
の
頃
に
三
成
隊
は
壊
滅
し
た
と
認
識
し
て
い
る
。
三
成
か
ら
豊
久
に
助
勢
を
催
促
し
た

の
は
計
三
回
で
あ
り
、
ま
た
、
霧
が
深
い
間
は
反
攻
に
出
に
く
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
帖
佐
宗
光
の
覚

書
（
第
四
章
１
０
９
頁
﹇
史
料
８
﹈
参
照
）
に
あ
る
島し

ま

清き
よ

興お
き

の
善
戦
は
霧
が
晴
れ
た
午
前
十
時
以
降
と
思
わ
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れ
る
。
島
清
興
の
善
戦
を
受
け
て
三
成
が
八
十
島
助
左
衛
門
を
派
遣
し
た
の
が
午
前
十
時
半
と
仮
定
し
、

そ
の
後
、
動
く
気
配
の
な
い
豊
久
に
対
し
て
再
び
八
十
島
を
派
遣
し
た
の
が
午
前
十
一
時
、
八
十
島
が
非

礼
を
咎
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
三
成
が
自
ら
豊
久
の
陣
へ
向
か
う
の
が
午
前
十
一
時
半
と
仮
定
す
る
と
、

三
成
が
自
陣
に
戻
る
の
は
正
午
頃
と
な
る
。
あ
く
ま
で
推
測
だ
が
、
時
間
の
計
算
は
合
う
。﹃
関
原
始
末

記
﹄
に
も
﹁
午
の
刻
に
及
て
敵
軍
の
こ
ら
す
敗
北
す
﹂
と
あ
る
。

　

神
戸
久
五
郎
の
覚
書
は
﹁
上
の
山
か
ら
筑
前
中
納
言
は
白
旗
を
挿
さ
せ
た
軍
勢
を
率
い
て
参
戦
し
、
大

谷
（
吉
継
）
殿
の
兵
を
一
人
も
残
ら
ず
討
ち
取
っ
た
。
備
前
中
納
言
（
秀
家
）
殿
の
陣
へ
は
新
手
の
大
将
が

攻
め
掛
か
っ
て
追
い
崩
し
、
こ
ち
ら
（
惟
新
）
の
陣
へ
攻
め
掛
か
っ
た
。
東
は
別
の
手
の
大
将
が
攻
め
掛

か
っ
て
石
田
（
三
成
）
殿
の
陣
を
追
い
崩
し
、
こ
ち
ら
（
惟
新
）
の
陣
へ
攻
め
掛
か
っ
た
﹂
と
、
大
谷
隊
が

壊
滅
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
喜
多
秀
家
隊
の
攻
撃
に
新
手
が
加
わ
っ
て
宇
喜
多
隊
を
破
り
、
さ
ら
に
石

田
隊
に
も
別
の
部
隊
が
攻
撃
を
加
え
て
破
り
、
宇
喜
多
隊
と
石
田
隊
を
破
っ
た
東
軍
諸
隊
が
双
方
向
か
ら

惟
新
隊
に
攻
め
込
ん
だ
と
す
る
。

　

大
谷
隊
を
破
っ
た
後
、
こ
れ
ま
で
大
谷
隊
と
戦
っ
て
い
た
東
軍
諸
隊
は
、
二
手
に
分
か
れ
て
宇
喜
多
隊

と
石
田
隊
の
攻
撃
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。﹃
日
本
戦
史
﹄
が
記
す
よ
う
に
西
軍
諸
隊
は
南
か
ら
順
に
崩
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
宇
喜
多
隊
と
石
田
隊
は
同
時
期
に
崩
れ
た
と
い
え
る
。
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つ
ぎ
に
挙
げ
る
の
は
、﹃
大
重
平
六
覚
書
﹄
の
記
述
で
あ
る
。

﹇
史
料
17
﹈

石
田
殿
は
一い

っ

時と
き

も
持
ち
堪こ

た

え
ら
れ
ず
に
、
中
書
（
豊
久
）
様
の
陣
場
へ
崩
れ
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
中

書
様
は
少
し
持
ち
堪
え
な
さ
っ
た
。
惟
新
様
は
未
だ
鎧
も
お
召
し
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
も
は

や
、
良
い
頃
合
い
な
の
で
、
鎧
を
お
召
し
に
な
る
と
（
惟
新
が
）
仰
せ
ら
れ
た
の
で
支
度
を
い
た
し

ま
し
た
。
鎧
を
曽
木
五
兵
衛
殿
が
着
せ
ま
し
た
。
中
納
言
（
秀
秋
）
殿
が
裏
切
り
、
大
谷
刑
部
少
輔

（
吉
継
）
殿
へ
攻
め
掛
か
り
ま
し
た
。
大
谷
殿
は
持
ち
堪
え
て
押
し
返
し
ま
し
た
が
、
中
納
言
殿
も
押

し
返
し
た
の
で
、
大
谷
殿
は
持
ち
堪
え
ら
れ
ず
崩
れ
ま
し
た
。

　

石
田
隊
は
一
時
（
約
二
時
間
）
も
持
ち
こ
た
え
ら
れ
ず
壊
滅
し
た
と
あ
る
。
開
戦
時
刻
は
﹁
辰
の
刻
﹂
あ

る
い
は
﹁
辰
の
刻
と
巳
の
刻
の
間
﹂
で
あ
る
た
め
、
午
前
十
時
あ
る
い
は
十
一
時
以
前
に
壊
滅
し
た
こ
と

に
な
る
が
、﹁
一
時
も
こ
た
へ
す
﹂
は
、
あ
く
ま
で
大
重
平
六
の
感
覚
と
記
憶
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

深
く
考
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
石
田
隊
の
壊
滅
の
後
に
秀
秋
の
寝
返
り
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

時
系
列
が
前
後
し
て
い
る
箇
所
も
み
ら
れ
る
。
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﹃
大
重
平
六
覚
書
﹄
の
記
述
で
興
味
深
い
の
は
、
島
津
惟
新
が
三
成
や
豊
久
が
壊
滅
す
る
直
前
ま
で
鎧
を

着
用
し
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
惟
新
隊
が
敵
中
突
破
を
お
こ
な
う
直
前
ま
で
戦
闘
に
参
加
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
と
と
も
に
、
六
十
六
歳
で
の
参
戦
は
か
な
り
の
負
担
が
あ
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

惟
新
が
後
年
に
記
し
た
﹃
惟い

新し
ん

公こ
う

御お
ん

自じ

記き

﹄
に
も
﹁
引
き
退
き
た
い
が
、
老
武
者
で
あ
る
た
め
、
伊
吹

山
の
大
山
を
越
え
難
し
。
た
と
え
討
た
れ
よ
う
と
も
、
敵
に
向
か
っ
て
死
ぬ
べ
き
だ
と
思
い
、
本
道
に
乗

り
、
向
か
う
者
を
討
ち
果
た
し
追
い
散
ら
し
﹂
と
あ
り
、
老ろ

う

軀く

を
お
し
て
参
戦
し
た
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

﹃
慶
長
年
中
卜
斎
記
﹄
や
﹃
関
原
始
末
記
﹄、﹃
武
家
事
紀
﹄
は
、
井
伊
直
政
は
島
津
惟
新
を
追
撃
中
に
狙

撃
さ
れ
た
と
し
、﹃
井い

伊い

家け

慶け
い

長ち
ょ
う

記き

﹄
も
同
様
で
あ
る
が
、
帖
佐
宗
光
の
覚
書
（
第
四
章
１
０
９
頁
﹇
史
料

８
﹈
参
照
）
で
は
敵
中
突
破
の
前
に
狙
撃
さ
れ
て
お
り
、
直
政
が
撃
た
れ
た
動
揺
を
突
い
て
島
津
勢
は
敵

中
突
破
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

﹃
関
ヶ
原
御
合
戦
双
紙
﹄
に
は
﹁（
忠
吉
は
）
井
侍
従
（
直
政
）
を
伴
わ
れ
、
諸も

ろ

共と
も

に
攻
め
掛
か
り
、
戦
っ

て
、
疵き

ず

を
受
け
、
比
類
な
き
働
き
な
り
﹂
と
、
松
平
忠
吉
と
直
政
が
共
に
攻
撃
を
仕
掛
け
て
負
傷
し
た
こ

と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
追
撃
中
と
い
う
よ
り
は
正
面
攻
撃
で
負
傷
し
た
よ
う
な
印
象
で
あ
る
。
帖
佐

宗
光
の
覚
書
の
記
述
が
正
し
い
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

　

ま
た
﹃
山
田
晏
斎
覚
書
﹄
は
、
惟
新
隊
が
家
康
の
本
隊
を
横
切
っ
た
後
は
﹁
敵
勢
は
薄
く
な
り
、（
惟
新
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は
）
駒
野
（
岐
阜
県
海
津
市
）
へ
御
出
に
な
っ
た
﹂
と
し
て
お
り
、
関
ヶ
原
を
抜
け
た
後
は
、
通
説
ほ
ど
猛

追
撃
は
受
け
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

六
　
小
早
川
秀
秋
の
寝
返
り

　

最
後
に
六
点
目
と
し
て
、
小
早
川
秀
秋
が
松ま

つ

尾お

山や
ま

（
関
ケ
原
町
松
尾
）
を
下
り
て
大
谷
隊
を
攻
撃
し
た
時

刻
を
考
察
し
た
い
。
大
関
（
関
ケ
原
町
松
尾
）
に
は
宇
喜
多
秀
家
や
大
谷
吉
継
ら
西
軍
諸
将
が
布
陣
し
て
お

り
、
東
軍
が
猛
攻
を
加
え
る
前
に
寝
返
る
こ
と
は
秀
秋
の
孤
立
を
意
味
す
る
。
霧
が
晴
れ
る
前
に
行
動
を

起
こ
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
第
六
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
進
一
退
の
攻
防
が
続
い
た
後
に
秀
秋
の
寝
返
り
が
あ
っ
た
点
を
踏

ま
え
る
と
、
午
前
十
時
以
降
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　

松
尾
山
は
標
高
二
九
三
ｍ
で
あ
り
、
史
跡
・
小
早
川
秀
秋
陣
跡
と
な
っ
て
い
る
山
頂
の
主
郭
（
本
丸
）
か

ら
麓
ま
で
下
り
る
に
は
約
三
十
分
か
か
る
。
そ
し
て
、
松
尾
山
の
麓
か
ら
藤と

う

下げ

（
関
ケ
原
町
藤
下
）
を
経
由

し
て
史
跡
・
不ふ

破わ

の
関せ

き

跡
（
関
ケ
原
町
松
尾
）
ま
で
の
距
離
は
、
約
千
三
百
ｍ
あ
る
。

　

昨
夜
か
ら
今
朝
に
か
け
て
一
変
し
た
関
ヶ
原
の
状
況
（
両
軍
の
布
陣
）
を
霧
が
晴
れ
た
午
前
十
時
か
ら
把
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握
し
、
そ
の
上
で
攻
撃
対
象
を
決
定
し
て
、
松
尾
山
を
下
り
る
過
程
を
経
れ
ば
、
大
関
の
大
谷
隊
を
攻
撃

し
た
時
に
は
午
前
十
一
時
頃
に
至
っ
て
い
よ
う
。

﹇
史
料
17
﹈
に
よ
れ
ば
大
谷
隊
は
一
度
、
小
早
川
隊
を
押
し
返
し
て
い
る
の
で
、
大
谷
隊
の
壊
滅
は
午
前

十
一
時
二
十
分
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
大
谷
隊
を
破
っ
た
東
軍
諸
隊
が
宇
喜
多
隊
と
石
田
隊
の
攻
撃
に
加
わ

り
、
正
午
頃
に
宇
喜
多
隊
と
石
田
隊
は
壊
滅
し
た
と
い
う
流
れ
と
な
る
。

　

軍
記
に
は
、
秀
秋
が
松
尾
山
を
下
り
て
大
谷
隊
を
攻
撃
し
た
時
刻
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
影
響
か

﹃
日
本
戦
史
﹄
も
明
確
に
秀
秋
の
寝
返
り
の
時
刻
を
記
し
て
い
な
い
が
、
文
脈
か
ら
正
午
頃
と
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
秀
秋
の
寝
返
り
は
通
説
よ
り
約
一
時
間
早
い
。

　

で
は
、
一
斉
射
撃
に
よ
っ
て
秀
秋
が
寝
返
っ
た
と
す
る
逸
話
が
虚
構
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寝
返
り
が
開
戦

と
同
時
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
切
っ
掛
け
は
何
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。﹃
戸と

田だ

左さ

門も
ん

覚お
ぼ
え

書が
き

﹄

に
は
、
東
軍
の
先
陣
・
福
島
正
則
隊
の
鬨と

き

の
声
に
呼
応
し
て
秀
秋
は
寝
返
る
手て

筈は
ず

と
な
っ
て
い
た
が
、
福
島

隊
が
鬨
の
声
を
上
げ
て
も
秀
秋
は
動
か
な
か
っ
た
。
原
因
は
、
福
島
隊
が
軍
の
配
置
を
変
更
し
て
い
た
こ
と

や
、
霧
が
深
く
て
敵
味
方
が
不
分
明
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
霧
が
晴
れ
た
後
、
秀
秋
は
松
尾
山
か
ら
西

軍
に
攻
め
か
か
っ
た
と
あ
る
。

﹃
戸
田
左
門
覚
書
﹄
は
、
第
四
章
で
信
憑
性
は
高
く
な
い
と
指
摘
し
た
史
料
で
あ
る
が
、
秀
秋
が
動
か
な
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か
っ
た
原
因
を
霧
に
求
め
る
点
は
状
況
と
矛
盾
し
て
い
な
い
。
秀
秋
に
日
和
見
の
考
え
は
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
寝
返
り
を
お
こ
な
う
好
機
を
判
断
す
る
に
は
霧
が
晴
れ
る
と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
行
動
を
開
始
す
れ
ば
自
ず
と
時
間
は
経
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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