
は
じ
め
に

数
年
前
、
筆
者
は
武
田
信
玄
を
め
ぐ
る
政
治
史
を
見
直
す
機
会
を
与
え
ら
れ
、
得

ら
れ
た
結
果
を

『

山
梨
県
史』

通
史
編
な
ど
に
発
表
し
た

(

�)

。
そ
の
要
点
は
、
お
お
よ

そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

信
玄
は
、
元
亀
二
年

(

一
五
七
一)

に
三
河
に
攻
め
込
み
、
徳
川
家
康
と
の
戦
い

に
入
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
同
年
に
は
そ
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
。

信
玄
は
、
元
亀
三
年
十
月
、
遠
江
に
攻
め
込
ん
だ
が
、
こ
れ
は
織
田
信
長
を
主
た

る
敵
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

信
玄
は
、
自
身
に
信
長
と
戦
う
動
機
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
大
坂
の
石
山
本
願

寺
や
越
前
の
朝
倉
義
景
な
ど
の
要
請
を
受
け
て
、
不
本
意
な
が
ら
出
馬
し
た
の
で
あ

る
。
信
玄
は
そ
れ
ま
で
信
長
と
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
が
、
信
長
に
圧
迫
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
本
願
寺
な
ど
に
よ
っ
て
、
信
長
に
対
抗
し
得
る
実
力
者
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、

つ
い
に
腰
を
上
げ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
所
論
に
対
し
、
い
く
つ
か
の
反
応
が
あ
っ
た
が
、
第
一
点
を
中
心
と
し
て
、

あ
る
程
度
の
賛
成
は
得
ら
れ
た
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
第
二
点
に
関
す
る
全
面
的
な
異
論
な
ど
、
部
分
的
な
反
対
意
見
が
提
出

さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
が
著
し
た
の
は
一
般
向
け
の
概
説
で

あ
っ
た
た
め
に
、
煩
雑
を
避
け
る
ね
ら
い
で
、
言
及
せ
ず
に
済
ま
せ
た
史
料
が
少
な

く
な
い
。
言
及
し
た
史
料
で
も
、
あ
ま
り
に
細
か
い
説
明
は
、
省
略
し
た
場
合
が
多

い
。そ

こ
で
、
こ
の
場
を
借
り
て
、
割
愛
な
い
し
省
略
し
て
き
た
部
分
を
補
い
、
ま
た

異
論
に
も
こ
た
え
な
が
ら
、
元
亀
二
年
か
ら
三
年
の
信
玄
の
あ
ゆ
み
を
、
あ
ら
た
め

て
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
す
で
に
十
分
に
言
及
し
た
史
料
や
、
す
で
に
詳

し
く
述
べ
た
説
明
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
再
録
し
な
い
よ
う
に
し
た
。
つ
ま
り
、

本
稿
は
、
信
玄
の
あ
ゆ
み
の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
は
な
い
。
読
者
に
は
不

便
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
が
、『

山
梨
県
史』

通
史
編
な
ど
を
、
適
宜
参
照
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る

(

�)

。

一

家
康
と
の
戦
い
は
や
は
り
な
い

(

１)

遠
江
小
山
を
め
ぐ
る
動
き

ま
ず
は
元
亀
二
年
の
状
況
を
取
り
上
げ
る
。

｢
は
じ
め
に｣

で
述
べ
た
よ
う
に
、
信
玄
が
こ
の
年
に
家
康
と
の
戦
い
を
は
じ
め

た
事
実
は
な
い
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
や
は
り
戦
い
は
こ
の
年
に
は

じ
ま
っ
た
と
す
る
意
見
が
、
そ
の
後
あ
ら
た
め
て
提
出
さ
れ
た

(

�)

。
そ
の
根
拠
と
な
っ

て
い
る
の
が
、
次
に
掲
げ
る
信
玄
の
覚
書
で
あ
る
。

(

史
料
１)

『
山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
二
二
〇
八
号

覚
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一
氏
政
向
御
厨
相
拮
、
無
功
退
散
候
、
然
者
不
図
遠
州
江
令
出
馬
候
事

一
去
年
以
来
申
届
候
筋
目
、
此
節
候
之
条
、
早
速
手
合
事
、
付
両
筋
事

一
向
小
山
抜
本
取
出
事

以
上

二
月
廿
三
日

信
玄

(

花
押
影)

下
条
讃
岐
守

第
一
条
の
前
半
に
、
相
模
の
北
条
氏
政
が
駿
河
か
ら
撤
退
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、

元
亀
二
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

(

�)

。
そ
し
て
、
第
一
条
か
ら
第
二
条
に

か
け
て
、

つ
い
て
は
、
急
遽
遠
江
に

｢

令
出
馬
候｣
、
そ
の
方
も
さ
っ
そ
く
協
力
し
て
欲

し
い
、

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
第
一
条
の

｢

令
出
馬
候｣

の
読
み
方

で
あ
る
。
こ
の
表
現
で
は
、｢

出
馬
し
ま
す｣

な
の
か

｢
出
馬
し
ま
し
た｣

な
の
か
、

判
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
前
者
を
採
用
す
れ
ば
、
信
玄
は
出
馬
の
意
向
を
示
し

た
だ
け
で
、
そ
れ
を
実
施
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
第
一
条
は
、
こ
の
と
き
信
玄
が
遠
江
に
出
馬
し
た
こ
と
を
、
た
だ
ち
に
は
意
味

し
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
条
も
難
解
で
あ
る
。
小
山
と
い
う
遠
江
東
部
の
地
名

(

�)

、
お
よ
び

｢
取
出｣

(

砦
の
こ
と
で
あ
ろ
う)

と
い
う
名
詞
は
見
え
る
が
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
読

む
の
が
正
し
い
の
か
、
少
な
く
と
も
筆
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
第
三
条
を
、

｢

信
玄
が
…
…
小
山
の
砦
を
陥
落
さ
せ
た
と
述
べ
て
い
る｣

と
読
み
、
信
玄
が
家
康

と
の
戦
い
を
は
じ
め
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
、
と
強
調
し
た
意
見
も
あ
る

(

�)

。
し
か
し
、

ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
読
め
ば
、｢

陥
落
さ
せ
た｣

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。｢

抜
く｣

と
い
う
言
葉
に
、｢

城
な
ど
を
攻
め
落
と
す｣

と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
は
事
実
だ

が

(

�)

、
こ
の
語
義
は
、
信
玄
や
家
康
の
時
代
に
、
す
で
に
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
筆
者
は
、
用
例
に
接
し
た
記
憶
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
説
明
さ
れ
る
べ
き
点
が
多
々
あ
る
以
上
、｢

小
山
の
砦
を
陥
落
さ

せ
た｣

を
事
実
で
あ
る
と
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。｢

向	

小
山｣

と

｢

取
出｣

の
二
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
小
山
に
向
か
い
合
う
砦
を
設
け
る
こ
と
が
、
第
三
条
の
主

題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

(


)

。
そ
れ
は
、
小
山
、
つ
ま
り
遠
江
を
、
攻
め
る
た
め
で

あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
前
年
、
家
康
は
そ
れ
ま
で
の
信
玄
と
の
友
好
関
係
を

見
直
し
、
信
玄
の
宿
敵
で
あ
る
越
後
の
上
杉
謙
信
と
手
を
結
ん
だ

(

�)

。
信
玄
と
敵
対
す

る
路
線
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
小
山
に
向
か
い
合
う
砦
の
設
置
は
、
遠
江
か
ら
の
先

制
攻
撃
を
警
戒
し
た
、
守
り
の
態
勢
作
り
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
一
条

も
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
北
条
氏
政
の
撤
退
に
よ
っ
て
行
動
の
自
由
を
得
た
信
玄
が
、

そ
れ
ま
で
果
た
せ
ず
に
い
た
遠
江
方
面
の
防
衛
態
勢
の
整
備
を
、
自
ら
が
先
頭
に
立
っ

て
急
い
で
実
施
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
場
面
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

覚
書
の
舌
足
ら
ず
な
文
章
が
相
手
で
あ
る
か
ら
、
以
上
の
説
明
が
絶
対
に
正
し
い

と
言
い
張
る
つ
も
り
は
な
い

(

�)

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
明
も
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

(

史
料
１)

は
、
元

亀
二
年
に
戦
い
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
の
根
拠
に
は
、
少
な
く
と
も
当
面
は
な
ら
な
い

も
の
と
考
え
る
。

(

２)

高
天
神
の
戦
い

な
お
、
元
亀
二
年
三
月
に
、
信
玄
と
家
康
が
遠
江
南
部
の
高
天
神

(

)

で
戦
っ
た
、
と

す
る
意
見
も
あ
る

(

�)

。
そ
の
根
拠
は
、
お
そ
ら
く
次
の
文
書
で
あ
ろ
う
。

(
史
料
２)

『

静
岡
県
史』

資
料
編
８
、
三
二
〇
号

於
高
天
神
甲
斐
方
人
数
寄
来
所
、
各
加
勢
無
比
類
故
、
敵
無
相
違
追
出
、
令
感
候
、

弥
忠
節
候
ハ
ヽ
、
敢
如
在
有
間
鋪
者
也
、

元
亀
二
年
三
月
廿
九
日

家
康
書
判

小
笠
原
民
部
少
輔
殿

(

ほ
か
五
名
省
略)

高
天
神
を
襲
っ
た
武
田
軍
を
撃
退
し
た
と
し
て
、
家
康
が
三
月
二
十
九
日
付
け
で
、
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小
笠
原
一
族
に
与
え
た
感
状
で
あ
る
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
確
か
に
信
玄
と
家
康

の
戦
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
書
は
、
ま
ず
偽
文
書
で
あ
ろ
う
。

｢

甲
斐
方
人
数｣

と
い
う
表
現
は
、
当
時
の
実
際
の
言
葉
づ
か
い
に
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る

(

�)

。｢
追
出｣

と
い
う
通
俗
的
な
言
葉
も
、
本
物
の
感
状
に
は
例
が
少
な
か

ろ
う
。
ま
た
、
文
末
の

｢

敢
如
在
…
…｣

と
い
う
言
い
回
し
は
、
こ
の
時
期
の
家
康

の
文
書
に
は
、
ま
っ
た
く
例
を
見
な
い
。

以
上
の
分
析
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
の
文
書
が
偽
文
書
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
可
能

性
が
き
わ
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、｢

高
天
神
の
戦
い｣

自
体
の

実
在
性
に
も
、
疑
い
の
余
地
が
出
て
く
る
。
信
玄
と
家
康
の
戦
い
は
、
元
亀
二
年
に

お
い
て
は
、
や
は
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
元
亀
三
年
の
十
月
、
よ
う
や
く
家
康
と
の
戦
い
に
踏
み
切
っ
た
信
玄

は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

浜
松

(

家
康
の
本
拠
地
で
あ
る)

に
向
け
て
出
馬
し
、
三
か
年
の
鬱
憤
を
晴
ら

す
つ
も
り
で
あ
る

(

�)

。

前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
元
亀
元
年
、
家
康
は
上
杉
謙
信
と
手
を
結
び
、
信
玄
と

敵
対
す
る
路
線
に
転
じ
た
。
し
か
し
、
信
玄
は
家
康
に
対
し
て
動
か
ず
、
そ
れ
か
ら

足
掛
け
三
年
の
あ
い
だ
、
た
だ
ひ
た
す
ら
耐
え
て
き
た

。
信
玄
の
言
葉
に
よ
れ

ば
、
以
上
の
よ
う
な
経
過
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し

つ
こ
い
よ
う
だ
が
、
信
玄
と
家
康
の
戦
い
は
、
元
亀
二
年
に
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る

(

�)

。二

行
動
の
目
的
は
信
長
の
打
倒

(

１)

元
亀
三
年
初
頭
の
状
況

つ
づ
い
て
、
元
亀
三
年
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
。

前
年
の
暮
れ
、
信
玄
と
北
条
氏
政
の
あ
い
だ
に
、
友
好
関
係
が
成
立
し
た

(

�)

。
そ
の

日
付
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
永
禄
十
一
年

(

一
五
六
八)

以
来
敵
対
し
て
き
た
両
者

が
、
再
び
手
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
信
玄
は
勢
力
圏
の
東
側
が
安

全
に
な
り
、
西
側
に
打
っ
て
出
る
、
つ
ま
り
家
康
を
攻
め
る
こ
と
が
、
容
易
に
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
状
況
に
お
け
る
信
玄
と
家
康
の
関
係
、
ま
た
同
じ
時
期
の

信
玄
と
信
長
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
信
玄
の
書
状
が
よ
く
物
語
っ
て
い

る
。
宛
所
の
夕
庵
と
い
う
人
物
は
、
信
長
の
側
近
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

(

史
料
３)

『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
一
一
一
八
号

依
遼
遠
之
堺
無
音
、
意
外
候
、
如
露
先
書
候
、
甲
相
存
外
遂
和
睦
候
、
就
之
例
式

従
三
遠
両
州
可
有
虚
説
歟
、
縦
扶
桑
国
過
半
属
手
裏
候
共
、
以
何
之
宿
意
信
長
へ

可
存
疎
遠
候
哉
、
被
遂
勘
弁
、
侫
者
之
讒
言
無
信
用
様
、
無
油
断
取
成
、
可
為
祝

着
候
、(

中
略)

恐
々
謹
言
、

正
月
廿
日

信
玄

夕
庵

家
康
は
、
事
実
と
は
異
な
る
こ
と
を
、
信
長
に
向
っ
て
述
べ
立
て
る
だ
ろ
う

。

こ
れ
が
信
玄
の
判
断
で
あ
る

(

第
一
傍
線
部)

。
信
玄
は
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な

思
考
を
経
て
、
こ
の
判
断
に
到
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

信
玄
が
西
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
を
見
て
、
家
康
は
非
常
な
危
機
感
を

覚
え
た
は
ず
だ
。

信
長
の
支
援
を
勝
ち
取
る
た
め
に
、
す
で
に
信
玄
の
攻
撃
を
受
け
て
い
る
、
と

い
っ
た
虚
言
を
吐
く
に
違
い
な
い
。

家
康
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
認
識
し
た
上
で
、
信
玄
は
、
次
の
よ
う
に
語
り
か
け

て
い
る

(

第
二
傍
線
部)

。

た
と
え
自
分
が
ど
れ
だ
け
強
大
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
信
長
と
の
関

係
を
悪
く
し
た
り
し
よ
う
か
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
。

こ
の
発
言
と
、
そ
れ
に
先
立
つ
家
康
に
つ
い
て
の
認
識
と
は
、
次
の
よ
う
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

家
康
は
、
す
で
に
攻
撃
を
受
け
て
い
る
、
と
言
う
だ
ろ
う
が
、
本
当
に
そ
う
で
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あ
る
な
ら
、
信
長
が
そ
れ
を
見
過
ご
す
は
ず
が
な
く

(

�)

、
信
長
と
の
関
係
を
悪
く

し
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
信
長
と
の
関
係
を
悪
く
す
る
つ
も
り
は
、
自
分
に
は
ま
っ
た
く
な
い
。

つ
ま
り
、
自
分
は
家
康
を
攻
撃
し
て
は
い
な
い
し
、
今
後
攻
撃
す
る
予
定
も
な

い
。

以
上
の
読
み
解
き
に
よ
れ
ば
、
元
亀
三
年
初
頭
に
お
け
る
信
玄
は
、
家
康
と
の
関

係
が
険
悪
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
認
識
し
な
が
ら
、
信
長
と
の
関
係
は
絶
対
に
壊
し
た

く
な
い
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
信
長
も
ま
た
、
信
玄
と
の
友

好
関
係
を
維
持
し
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。(

史
料
３)

と
ほ
ぼ
同
じ
時
期

に
、
織
田
・
武
田
両
家
の
縁
組
み
の
準
備
を
、
信
長
は
着
々
と
進
め
て
い
た
の
で
あ

る

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
信
玄
と
家
康
の
関
係
こ
そ
が
、
最
大

の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
信
玄
は
次
第
に
、
元
亀
元
年
以
来
の
忍
耐
が
限
界

に
近
づ
き
、
家
康
を
叩
く
こ
と
を
考
え
は
じ
め
た
よ
う
だ
。
次
の
よ
う
な
文
書
が
残
っ

て
い
る
。

(

史
料
４)

『

山
梨
県
史』

資
料
編
４
、
一
三
五
三
号

祈
願

当
壬
申

(

元
亀
三
年)

一
歳
之
内
、
越
軍
向
信
上
之
二
国
、
不
動
干
戈
不
成
殃
災
、
然
而
攸
企
行
、

如
信
玄
存
分
為
達
本
意
、
読
誦
法
華
百
部
、
以
令
献
飯
縄
示
現
大
明
神
則
、
頓
所

望
成
就
者
、
不
可
有
疑
者
也
、
仍
如
件
、

壬
申四

月
七
日

信
玄

福
寿
院

普
門
院

四
月
七
日
付
け
の
、
信
玄
の
願
文
で
あ
る
。
元
亀
三
年
が
暮
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
、

｢

越
軍｣

つ
ま
り
上
杉
謙
信
が
、
信
濃
や
上
野
に
攻
め
て
来
な
い
こ
と
を
願
っ
て
い

る
。
北
方
で
異
変
が
あ
っ
て
は
困
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、｢

計
画
中
の
作
戦｣

(

傍
線

部)

と
は
、
明
ら
か
に
南
方
へ
の
作
戦
で
あ
る
。
信
玄
の
勢
力
圏
か
ら
南
へ
出
て
、

次
に
東
に
折
れ
れ
ば
伊
豆
・
相
模
に
北
条
氏
政
が
、
西
へ
折
れ
れ
ば
遠
江
・
三
河
に

家
康
が
、
さ
ら
に
尾
張
・
美
濃
に
は
信
長
が
い
る
、
と
い
う
位
置
関
係
に
な
る
。
し

か
し
、
氏
政
お
よ
び
信
長
と
は
、
良
好
な
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
信
長
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
よ
り
後
の
八
月
の
段
階
で
も
、
敵
視
し
て
い
た
様
子
が
な
い

(

�)

。
し
た
が
っ

て
、｢

計
画
中
の
作
戦｣

の
標
的
は
、
家
康
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
元

亀
三
年
四
月
の
段
階
で
、
信
玄
は
家
康
を
叩
く
こ
と
を
、
か
な
り
真
剣
に
考
え
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

２)

本
願
寺
の
要
請
に
基
づ
く
出
馬

し
か
し
、
こ
の
家
康
を
叩
く
作
戦
は
、
な
か
な
か
実
現
を
見
な
か
っ
た
。
四
月
以

降
、
五
月
・
六
月
・
七
月
の
史
料
を
調
べ
て
み
て
も
、
信
玄
が
行
動
を
開
始
し
た
形

跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。(

史
料
３)

に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
家
康
を

叩
く
こ
と
は
、
信
長
と
の
戦
い
に
直
結
す
る
。
信
玄
は
、
家
康
を
叩
き
た
い
と
は
思
っ

て
も
、
信
長
と
戦
う
こ
と
ま
で
は
決
断
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
信
玄
が
大
規

模
な
行
動
を
開
始
し
た
の
は
、
十
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
段
階

で
は
、
信
玄
の
標
的
は
家
康
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
信
長
に
な
っ
て
い
た
。

元
亀
三
年
十
月
の
信
玄
の
行
動
と
は
、
具
体
的
に
は
遠
江
に
侵
攻
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
翌
年
に
か
け
て
、
三
河
ま
で
足
を
伸
ば
し
た
。
遠
江
も
三
河
も
、
家
康
の

勢
力
圏
で
あ
る
。
そ
こ
へ
信
玄
は
攻
め
込
ん
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
行

動
の
標
的
は
、
家
康
で
は
な
く
信
長
な
の
で
あ
る
。
理
解
し
に
く
い
の
は
確
か
で
あ

り
、
実
際
に
異
論
も
提
出
さ
れ
て
い
る

(

	)

の
で
、
ま
ず
は
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
お

こ
う
。

県
史
お
よ
び
拙
著
で
も
強
調
し
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
遠
江
・
三
河
へ
の
侵
攻
に
つ

い
て
、
信
玄
は
繰
り
返
し
、
大
坂
の
石
山
本
願
寺
や
越
前
の
朝
倉
義
景
の
要
請
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
出
馬
し
た
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る

(


)

。
そ
れ
で
は
、
本
願
寺
や
朝
倉
義
景

( ) 元亀年間の武田信玄 (鴨川)69

©2012 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



は
、
ど
う
し
て
信
玄
に
出
馬
を
要
請
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
畿
内
・
近
国
で
は
、
元
亀

元
年
ご
ろ
か
ら
、
右
の
両
者
や
近
江
の
浅
井
長
政
ら
が
、
信
長
と
激
し
く
対
立
す
る

状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
。
本
願
寺
な
ど
の
反
信
長
陣
営
は
、
信
玄
に
は
信
長
に
対
抗

で
き
る
実
力
が
あ
る
と
見
て
取
り
、
信
玄
の
手
に
よ
っ
て
、
信
長
を
倒
そ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
構
想
に
乗
っ
て
、
信
玄
は
出
馬
し
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
信

玄
の
行
動
の
標
的
は
、
信
長
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
家
康
に
つ
い
て
は
、
そ
の
政
治
的
な
地
位
の
点
で
も
、
地
理
的
な
位
置
の

点
で
も
、
本
願
寺
な
ど
と
激
し
く
対
立
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
本
願

寺
な
ど
に
は
、
家
康
を
倒
す
必
要
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
目
的
と
し
て
、

信
玄
に
出
馬
を
要
請
す
る
こ
と
も
な
い
。
本
願
寺
や
朝
倉
義
景
の
要
請
に
基
づ
く
信

玄
の
出
馬
で
あ
る
限
り
、
そ
の
主
た
る
標
的
が
家
康
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど

考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
信
玄
の
標
的
が
信
長
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
信
長
そ
の
も
の
を
打
倒
し

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
本
願
寺
な
ど
を
助
け
る
た
め
に
背
後
か
ら
信
長
を
牽
制

す
る
、
い
わ
ゆ
る

｢

後
詰｣

に
過
ぎ
な
か
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
検
討
し

て
み
る
と
、
信
玄
は
や
は
り
、
信
長
そ
の
も
の
の
打
倒
を
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。

十
一
月
十
九
日
付
け
の
、
義
景
宛
て
の
覚
書

(

�)

に
は
、｢

来
年
の
五
月
ま
で
陣
を
張
っ

て
い
て
も
ら
い
た
い｣

と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
義
景
を
近
江
あ
た
り
に
布

陣
さ
せ
る
こ
と
で
、
当
分
の
あ
い
だ
信
長
が
畿
内
方
面
に
後
退
で
き
な
い
よ
う
に
し

て
お
き
、
時
間
を
か
け
て
美
濃
に
追
い
詰
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
翌
年
の
正
月
十
一
日
付
け
で
、
信
玄
が
将
軍
足
利
義
昭
に
提
出
し
た
意
見

書

(

�)

が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
信
長
の
悪
行
を
数
点
に
わ
た
っ
て
具
体
的
に
列
挙
し
た
上

で
、
宥
免
は
あ
り
得
な
い
こ
と
が
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

こ
の
ほ
か
、
元
亀
三
年
の
春
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
僧
た
ち
が
、

堂
塔
の
再
興
を
信
玄
に
依
頼
し
よ
う
と
決
め
た
事
実
が
あ
る

(

�)

。
信
長
が
焼
き
払
っ
た

延
暦
寺
の
、
そ
の
再
興
を
信
玄
に
依
頼
し
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
信
玄
は
明
ら
か

に
、
信
長
に
対
抗
す
る
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、

依
頼
し
よ
う
と
決
め
た
こ
と
が
わ
か
る
の
み
で
、
信
玄
の
も
と
に
依
頼
が
届
い
た
か

ど
う
か
は
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
信
長
の
対
抗
者
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
通
じ
て
信
玄
に
伝
わ
り
、
本

人
も
そ
れ
を
自
覚
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
諸
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
信
玄
が
信
長
を
標
的
と
し
て
い
た
こ
と
、
し
か
も

単
な
る

｢

後
詰｣

で
は
な
く
、
信
長
そ
の
も
の
の
打
倒
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
亀
三
年
十
月
、
信
玄
は
信
長
を
打
倒
す

る
た
め
に
、
行
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
攻
め
込
ん
だ
の
は
、

家
康
の
勢
力
圏
に
属
す
る
遠
江
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か

。
す
で
に
拙
著
で

述
べ
た
が

(

�)

、
簡
単
に
繰
り
返
し
て
お
こ
う
。

信
玄
が
信
長
を
倒
す
た
め
に
は
、
信
濃
か
ら
美
濃
へ
直
進
す
る
ル
ー
ト
が
、
戦
略

的
に
は
も
っ
と
も
重
要
に
な
る

(

�)

。
戦
略
的
に
重
要
な
ル
ー
ト
で
あ
れ
ば
、
軍
事
的
な

常
識
と
し
て
、
そ
の
側
面
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ル
ー

ト
の
南
側
に
は
、
敵
性
の
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。
信
長
の
傘
下
に
属
す
る
、
家
康

の
勢
力
圏
で
あ
る
。
信
玄
は
、
南
側
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、
こ
れ
に
打
撃
を

与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
、
信
玄
自
身
は
美
濃
に
直
進
し
、
打
撃
を
与
え
る
作
戦
は
部
将
に
委
ね

る
の
が
、
理
解
し
や
す
い
構
図
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
信

玄
に
は
家
康
に
対
す
る

｢

鬱
憤｣

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
意
外
な
方
角
に
出
現
し
て
み

せ
る
こ
と
で
、
信
長
を
美
濃
か
ら
引
き
ず
り
出
し
て
お
き
、
そ
し
て
直
進
ル
ー
ト
か

ら
攻
め
る
構
想
も
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
信
玄
自

身
は
打
撃
を
与
え
る
作
戦
に
回
り
、
直
進
ル
ー
ト
に
は
別
働
隊
を
派
遣
し
た
の
で
あ

る

(

�)

。
な
お
、
信
玄
は
、
信
長
の
打
倒
を
別
働
隊
に
一
任
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
い
ず

れ
自
身
も
参
加
す
る
手
筈
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙

著
で
も
述
べ
、
本
節
で
は
朝
倉
義
景
と
の
連
携
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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(
３)

異
論
に
こ
た
え
る

こ
こ
で
、
前
節
の
冒
頭
で
触
れ
た

｢

異
論｣

(

	)

に
つ
い
て
、
私
見
を
申
し
述
べ
て
お

き
た
い
。｢
異
論｣

の
骨
子
は
、
お
お
む
ね
次
の
通
り
で
あ
る
。

信
長
を
標
的
と
す
る
こ
と
は
、
美
濃
の
岩
村
城

(


)

が
、
十
一
月
に
自
発
的
に
信
玄

の
味
方
に
な
っ
た
の
を
見
て
、
あ
と
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
十
月
の
行
動
開
始
の
時
点
に
お
け
る
、
信
玄
の
本
来
の
標
的
は
、

家
康
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
願
寺
や
朝
倉
義
景
の
要
請
に
基
づ
く
出
馬
で
あ
る
限

り
、
標
的
が
家
康
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

｢

異
論｣

の
結
論
に
つ
い
て
は
、
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
岩
村
城

を
め
ぐ
る
事
情
が
、｢

異
論｣

の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な

シ
ナ
リ
オ
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
信
玄
の
当
初
の
考
え
は

｢

後
詰｣

で
あ
っ
た
の
だ
が
、
岩
村
城
の
帰
順
を
ふ
ま
え
て
信
長
そ
の
も
の
の
打
倒
に
切
り
換

え
た
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。

し
か
し
、
岩
村
城
の
将
兵
は
、
本
当
に

｢

自
発
的
に｣

帰
順
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

帰
順
を
伝
え
る
信
玄
の
書
状

(

�)

に
は
、｢

属
味
方｣

と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ

に
至
る
経
緯
が
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
文
字
通

り
自
発
的
に
帰
順
し
た
可
能
性
も
あ
る
代
わ
り
に
、
軍
事
的
に
圧
迫
さ
れ
て
や
む
な

く
降
参
し
た
可
能
性
も
、
政
治
的
な
圧
力
を
受
け
て
仕
方
な
く
従
属
し
た
可
能
性
も
、

等
し
く
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。｢

属
味
方｣

を
、
一
直
線
に

｢

自
発
的
に｣

と
理

解
す
る
の
は
、
フ
ェ
ア
な
史
料
解
釈
で
あ
る
と
は
い
え
ま
い
。
そ
し
て
、
自
発
的
な

帰
順
が
不
確
か
な
の
で
あ
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
を
考
慮
す
る
必
要
も
な

く
な
る
。
標
的
は
家
康
で
あ
っ
た
と
い
う

｢

異
論｣

の
結
論
も
、
あ
ら
た
め
て
斥
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
も
そ
も
、
文
字
通
り
の
自
発
的
な
帰
順
が
あ
っ
た
と
い
う
見
方
は
、
牧
歌
的
に

過
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
舞
台
は
現
実
の
社
会
、
そ
れ
も
戦
国
乱
世
の
社
会

で
あ
る
。｢

属
味
方｣

と
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
軍
事
的
な
圧
迫
や
政
治

的
な
圧
力
を
想
像
す
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
素
直
な
態
度
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

岩
村
城
の
場
合
も
、
信
玄
が
何
ら
か
の
圧
力
を
加
え
、
そ
の
結
果
、
味
方
に
取
り
込

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を

｢

攻
略｣

と
表
現
し
て
も
、
必
ず
し
も
言
い
過
ぎ
で
は

あ
る
ま
い
。

こ
の
岩
村
城
の
取
り
込
み
の
こ
ろ
、
信
玄
は
信
濃
か
ら
南
進
し
て
、
遠
江
を
行
動

中
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
岩
村
城
の
取
り
込
み
は
、
信
玄
自
身
が
行
な
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
部
隊
を
派
遣
し
て
、
実
施
さ
せ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
し
か
し
、
こ
の
部
隊

に
つ
い
て
は
、
誰
が
率
い
て
い
た
か
判
然
と
し
な
い
。
部
将
の
一
人
、
秋
山
信
友
が

率
い
た
と
も
い
わ
れ
る
が

(

)

、
一
次
史
料
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
秋
山
と
美
濃
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
文
書
が
知
ら
れ
て
い

る
。

(

史
料
５)

『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
二
五
三
五
号

尾
州
織
田
信
長
、
東
濃
州
出
張
之
由
申
来
候
間
、
早
々
彼
地
懸
向
、
追
払
尤
候
、

遠
三
両
国
之
事
者
、
別
人
申
付
候
間
、
其
心
得
尤
候
也
、
仍
如
件
、

三
月
六
日

信
玄

(

花
押)

秋
山
伯
耆
守
と
の
へ

信
長
の
美
濃
東
部
へ
の
出
馬
を
知
っ
た
信
玄
が
、
秋
山
に
対
し
、
出
動
し
て
対
応

す
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
出
の

(

史
料
２)

と
同
じ
く
、
こ

れ
も
本
物
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
お
そ
ら
く
偽
文
書
で
あ
ろ
う

(

�)

。｢

尾�

州�

織�

田�

信

長｣
と
い
う
く
ど
い
言
い
方
は
、
本
物
の
命
令
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
不
自
然
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
信
玄
も
そ
の
部
将
た
ち
も
、
信
長
の
存
在
は
、
す
で
に
熟
知
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
同
様
に
、｢

遠
三
両
国｣

以
下
の
く
だ
り
も
、
本
物
と
し
て
は

不
自
然
な
く
ど
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
の
直
前

(｢

尤
候｣)

ま
で
で
、
す
で
に
用
は

済
ん
で
い
る
。
順
序
は
前
後
す
る
が
、｢

追
払｣

と
い
う
通
俗
的
な
言
葉
も
、
本
物

の
命
令
と
し
て
は
違
和
感
が
強
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
あ
と
述
べ
る
よ
う
に
、
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全
体
と
し
て
美
濃
方
面
で
攻
勢
に
出
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
守
勢
を
思
わ
せ
る
こ
の

言
葉
が
あ
る
の
は
、
事
実
と
齟
齬
す
る
部
分
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
文
書
は
、
そ
の
様
式
が
は
な
は
だ
不
審
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、

事
実
の
証
明
や
権
利
の
認
定
を
行
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
相
手
と
の
身
分
差
が
非

常
に
大
き
い
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

仍
如
件｣

と
い
う
、
ご

く
事
務
的
な
文
言
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
信
玄
の
場
合
は
、
こ

の
よ
う
な
条
件
で
あ
れ
ば
、｢
恐
々
謹
言｣

で
結
ぶ
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
。
さ
ら

に
、｢

と
の
へ｣

と
い
う
薄
礼
の
敬
称
も
、
信
玄
の
文
書
で
は
ほ
と
ん
ど
例
を
見
な

い
。
少
な
く
と
も
、
秋
山
の
よ
う
な
部
将
を
相
手
と
し
て
は
、
類
例
は
ま
っ
た
く
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
数
多
く
の
事
実
が
、
こ
の
文
書
が
本
物
で
は
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
岩
村
城
の
取
り
込
み
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
局
面
に
お
い
て
も
、
秋

山
が
こ
の
時
期
美
濃
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
材
料
は
、
ま
っ
た
く
残
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

な
お
、
信
玄
は
岩
村
城
を
取
り
込
ん
だ

(

①)

だ
け
で
な
く
、
翌
月
の
十
二
月
に

は
そ
の
兵
力
を
増
強
し

(

②)

、
翌
年
の
二
月
に
は
美
濃
方
面
の
兵
力
を
前
進
さ
せ

た

(

③)

よ
う
だ
。
こ
の
間
、
信
玄
は
終
始
遠
江
・
三
河
方
面
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の

動
き
を
直
轄
で
き
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
美
濃
方
面
は
部
将
の
誰
か
に
担
当
さ
せ

た
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

筆
者
の
こ
の

｢

別
働
隊｣

説

(

�)

に
対
し
て
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
意
見
が
提
出
さ

れ
た

(

�)

。別
働
隊
と
は
、
秋
山
が
東
美
濃
に
侵
攻
し
て
岩
村
城
を
攻
略
し
た
こ
と
を
指
す

が
、
秋
山
は
そ
の
時
期
東
美
濃
に
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
岩
村
城
も
自
発
的
に
従

属
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
別
働
隊
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

筆
者
は
、
部
将
の
誰
か
に
よ
る
一
連
の
動
き

(

①
〜
③
の
全
体)

を
指
し
て

｢

別

働
隊｣

と
表
現
し
た
の
で
あ
っ
て
、｢

秋
山
に
よ
る
岩
村
城
の
攻
略｣

か
ら

｢

別
働

隊｣

説
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
傍
線
部
の
よ
う
な
認
識
は
誤
解
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、｢

秋
山
は
東
美
濃
に
行
っ
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
別
働
隊
も
存
在
し

な
い｣

と
い
う
言
い
方
は
、
論
理
的
で
あ
る
と
は
い
え
ま
い
。
秋
山
以
外
の
者
が
東

美
濃
に
行
く
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
筆
者
の
秋
山

に
対
す
る
認
識
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。｢

自
発
的｣

に
対
す
る
見
解
も

す
で
に
述
べ
た
。
全
体
と
し
て
、
こ
の
意
見
に
よ
っ
て

｢

別
働
隊｣

説
が
否
定
さ
れ

た
と
は
、
筆
者
は
必
ず
し
も
考
え
て
い
な
い
。

(

４)

行
動
を
開
始
す
る
ま
で

(

一)

八
月
の
段
階

｢

異
論｣

の
検
討
を
終
わ
り
、
本
来
の
論
点
に
戻
ろ
う
。

元
亀
三
年
初
頭
の
段
階
で
は
、
信
玄
は
、
信
長
と
の
関
係
を
壊
し
た
く
な
い
と
考

え
て
い
た
。
し
か
し
、
十
月
に
は
、
信
長
を
打
倒
す
る
た
め
の
行
動
を
開
始
し
た
。

で
は
、
信
玄
の
考
え
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

八
月
の
段
階
で
は
、
ま
だ
信
長
へ
の
敵
意
を
、
固
め
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

将
軍
足
利
義
昭
か
ら
、
対
立
す
る
信
長
と
本
願
寺
の
あ
い
だ
を
仲
裁
す
る
よ
う
に
求

め
ら
れ
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
本
願
寺
の
意
向
を
尋
ね
た
事
実
が
あ
る

(

�)

。

こ
の
と
き
信
玄
は
、
こ
の
よ
う
な
返
書
が
欲
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
、
本

願
寺
に
返
書
の
案
文
を
送
り
届
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、

信
長
に
対
し
て
は

｢

遺
恨
深
長｣

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
信
玄
は
公
平
に
仲
裁
す

る
だ
ろ
う
か
ら
…
…
、

と
い
っ
た
内
容
で
、
事
実
上
、
信
玄
に
よ
る
仲
裁
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
表
明
し
て

い
た
。
そ
し
て
、
本
願
寺
は
、
ほ
ぼ
こ
の
案
文
通
り
の
返
書
を
、
信
玄
に
送
付
し
た

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
案
文
の
通
り
に
書
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
本
願
寺
で
は
次
の

よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

内
証
有
子
細
此
分
也
、

こ
れ
は
、
内
々
の
事
情
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
に
し
た
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
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う
。
つ
ま
り
、
本
願
寺
と
し
て
は
、
案
文
の
通
り
に
書
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
仲
裁
を

受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
本
意
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
事
情

を
考
慮
し
て
、
と
に
か
く
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
信
玄
は
将
軍
の
求
め

を
尊
重
し
て
動
い
た
だ
け
で
あ
り
、
本
願
寺
に
受
け
入
れ
を
表
明
し
て
も
ら
う
こ
と

で
、
将
軍
に
復
命
で
き
る
か
た
ち
を
作
っ
た
の
だ
、
と
い
う
解
釈
も
不
可
能
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
信
玄
の
行
動
は
そ
の
真
意
を
反
映
し
て
は
い
な
い
、
本
当
は
や
る
気

が
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る

(

�)

。

し
か
し
、
信
玄
に
や
る
気
が
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
理
由
を
付
け
て
求
め
を
辞

退
す
る
こ
と
も
、
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
表
向
き
は
求
め
に

応
じ
て
お
き
、
そ
の
ま
ま
何
も
せ
ず
に
放
置
す
る
こ
と
も
、
十
分
に
で
き
た
は
ず
で

あ
る
。
ま
た
、
本
願
寺
に
仲
裁
を
受
け
入
れ
る
意
志
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
件
は
そ
れ

ま
で
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仲
裁
を
受
け
入
れ
な
い
旨
の
返
書
が
欲
し
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
信
玄
に
や
る
気
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
正
反
対
で
あ
る
。
信
玄
が
、
将
軍

の
求
め
に
は
や
る
気
が
な
く
て
も
応
え
な
け
れ
ば
、
と
い
う
思
想
を
強
く
持
っ
て
い

た
と
も
思
え
な
い

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
信
玄
の
行
動
は
真
意
を
反
映
し
て
い
な
い
、
と
い
う
解

釈
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
、
疑
問
の
余
地
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
信
玄

の
行
動
は
、
真
意
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
見
て
も
、
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
信
玄
は
、
本
願
寺
が
仲
裁
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
強
く
望
み
、

そ
の
た
め
返
書
の
案
文
を
送
り
届
け
た
の
で
あ
る

(

�)

。
と
い
う
こ
と
は
、
最
終
的
に
は
、

信
玄
は
信
長
と
本
願
寺
の
和
睦
を
望
ん
で
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

信
玄
が
す
で
に
信
長
へ
の
敵
意
を
固
め
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
な
い
。
本
願
寺
と
進
ん
で
協
議
し
、
信
長
を
倒
す
策
を
練
る

は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
八
月
の
段
階
で
は
、
ま
だ
敵
意
は
乏
し
か
っ
た

と
い
え
る
。
し
か
し
、
本
願
寺
は
、
す
で
に
こ
の
年
正
月
の
書
状
で
、
信
長
に
対
抗

す
る
行
動
を
信
玄
に
要
請
し
て
い
た

(

�)

。
信
長
と
本
願
寺
の
対
立
が
収
束
し
な
け
れ
ば
、

本
願
寺
か
ら
の
要
請
も
度
重
な
る
こ
と
に
な
り
、
つ
い
に
は
信
長
と
の
戦
い
に
引
き

ず
り
込
ま
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
事
実
そ
う
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
危
険
を

避
け
る
た
め
に
、
信
玄
は
信
長
と
本
願
寺
の
和
睦
を
望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
願
寺
が

｢

何
ら
か
の
事
情
を
考
慮
し
て｣

仲
裁
を
受
け
入
れ
た
点
も
、

右
の
よ
う
な
状
況
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
願
寺
と
し
て
は
、
信
長
と
徹

底
的
に
争
う
覚
悟
で
あ
り
、
仲
裁
な
ど
は
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
仲
裁
を
受
け
入
れ
な
い
旨
の
返
書
を
書
く
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
仲
裁
を
受
け
入
れ
ず
、
徹
底
的
に
争
う
場
合
に
は
、
ど
う
し
て

も
信
玄
の
力
を
借
り
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
玄
と
の
関
係
を
損
な
っ
て

は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
信
玄
の
望
む
通
り
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
複

雑
な

｢

事
情
を
考
慮｣

し
た
結
果
、
不
本
意
な
が
ら
、
本
願
寺
は
仲
裁
を
受
け
入
れ

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

(

５)

行
動
を
開
始
す
る
ま
で

(

二)

九
月
の
段
階

信
玄
が
信
長
へ
の
敵
意
を
固
め
た
の
は
、
十
月
三
日
に
遠
江
に
向
け
て
出
馬
す
る

(

	)

、

そ
の
本
当
に
直
前
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
時
期
、
上
杉
謙
信
が
越
中
に
攻
め
込
ん
だ

(


)

の
に
対
し
、
そ
の
背
後
を
衝
く
こ

と
で
越
中
の
味
方
を
救
援
し
よ
う
と
、
信
玄
は
越
後
へ
の
出
馬
を
考
え
て
い
た
。
九

月
二
十
六
日
付
け
の
越
中
宛
て
の
書
状

(

�)

に
お
い
て
、
信
玄
は
こ
れ
か
ら
越
後
に
出
馬

す
る
、
と
明
言
し
て
い
る
。
越
後
へ
出
馬
し
て
し
ま
え
ば
、
ま
っ
た
く
方
角
が
異
な

る
遠
江
へ
の
侵
攻
は
、
成
り
立
つ
は
ず
が
な
い
。
遠
江
へ
の
侵
攻
は
、
そ
の
予
定
が

な
い
と
言
っ
て
い
る
の
に
等
し
い
。
つ
ま
り
、
信
長
へ
の
敵
意
は
、
ま
だ
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
真
意
を
隠
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
解
釈
は
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
、
い
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く
ら
越
後
へ
の
出
馬
を
明
言
し
て
み
て
も
、
ほ
ど
な
く
遠
江
に
侵
攻
し
て
し
ま
っ
て

は
、
そ
の
報
に
接
し
た
越
中
勢
か
ら
、
怒
り
と
恨
み
を
買
う
だ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の

程
度
の
こ
と
を
、
信
玄
が
読
め
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
信
玄
が
越
後
へ
の
出
馬

を
明
言
し
た
の
は
、
本
気
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
信
玄

は
ま
も
な
く
遠
江
に
侵
攻
し
た
た
め
に
、
越
中
勢
に
嘘
を
つ
い
た
か
た
ち
に
な
り
、

そ
の
後
始
末
に
追
わ
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る

(

�)

。
し
か
し
、
越
後
と
遠
江
の
両
方
を

睨
ん
で
周
到
な
計
画
が
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
事
態

は
お
こ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
信
玄
は
、
本
当
に
最
後
の
一
瞬
に
、
越
後
か
ら
遠

江
へ
行
き
先
を
変
え
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
同
じ
九
月
二
十
六
日
付
け
で
、
信
玄
が
足
利
義
昭
の
側
近
に
届
け
た
書
状

が
知
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
の
書
状
は
三
か
条
の
箇
条
書
で
、
そ
の
第
三
条
に
は
、

上
杉
輝
虎
可
致
和
与
之
旨
、
頻
被
仰
出
候
、
愚
存
之
旨
趣
、
雇
両
口
上
候
之
間
、

不
能
紙
面
候
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。
義
昭
か
ら
上
杉
謙
信
と
の
和
睦
を
求
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
当
方
の
考
え
を
申
し
述
べ
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
向
き
な
姿
勢
を

見
せ
ず
に
、｢

当
方
の
考
え
を
申
し
述
べ
る｣

と
い
う
の
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
信
玄

は
和
睦
を
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
越
中
勢
に
越
後
へ
の

出
馬
を
明
言
し
た
こ
と
と
、
完
全
に
符
合
す
る
。

た
だ
し
、
十
月
五
日
付
け
で
、
信
長
が
信
玄
に
届
け
た
書
状

(

�)

に
は
、

越
後
に
出
馬
し
て
は
貴
方
の
外
聞
に
か
か
わ
り
ま
す
よ
、
と
忠
告
し
た
と
こ
ろ
、

聞
き
届
け
て
下
さ
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
、

と
い
う
一
節
が
あ
る

(

�)

。
信
玄
か
ら
信
長
へ
の
連
絡
に
、
約
一
か
月
を
要
し
た
と
考
え

れ
ば
、
信
玄
は
九
月
上
旬
の
段
階
で
、
越
後
行
き
の
取
り
止
め
を
知
ら
せ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
、
九
月
二
十
六
日
の
二
通
の
書
状
と
は
、
様
子
が
違
っ
て
い
る
。
一

度
は
取
り
止
め
た
も
の
を
、
再
び
決
行
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

信
長
に
は
つ
い
に
本
心
を
隠
す
よ
う
に
な
り
、｢

忠
告｣

に
し
た
が
う
演
技
を
し
た

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

九
月
五
日
付
け
の
浅
井
長
政
の
書
状

(

�)

に
も
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

信
玄
は
、
九
月
二
十
日
ま
で
に
、
遠
江
に
出
馬
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
起
請

文
も
届
き
、
確
か
な
様
子
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
八
月
上
旬
ご
ろ
に
は
、
信
玄
は
信
長
へ
の
敵
意
を
固
め
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
じ
八
月
の
段
階
で
、
実
際
に
は
ま
だ
敵
意
が
乏
し
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
状

を
も
っ
て
、
信
玄
が
敵
意
を
固
め
た
証
し
と
す
る
こ
と
に
は
、
慎
重
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
反
信
長
陣
営
の
期
待
を
強
く
感
じ
て
、
最
終
的
な
決
意
の
な

い
ま
ま
に
、
先
走
っ
た
約
束
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
遠
江
へ
の
侵
攻
が
、
信
玄
の
意
中
で
無
視
で
き
な
い
大
き
さ
に
成
長
し

て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
書
状
か
ら
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
九
月
上
旬

ご
ろ
に
は
、
信
長
に
本
心
を
隠
す
よ
う
に
な
る
。
遠
江
に
向
け
て
出
馬
す
る
、
つ
ま

り
最
終
的
に
敵
意
を
固
め
る
、
そ
の
二
か
月
ほ
ど
前
か
ら
、
少
し
ず
つ
気
持
ち
が
傾

き
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
反
信
長
陣
営
は
、
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
、
信
玄
の
気
持

ち
を
傾
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
年
の
春
、
本
願
寺
が
信

長
に
対
抗
す
る
行
動
を
要
請
し
た
事
実
や
、
延
暦
寺
が
堂
塔
の
再
興
を
依
頼
し
よ
う

と
決
め
た
事
実
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
期
の
点
で
、
よ
り
重
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
の
は
、
七
月
下
旬
に
持
ち
上
が
っ
た
、
信
玄
の
僧
正
任
官
の
一
件
で
あ
る
。

こ
の
一
件
に
つ
い
て
、
延
暦
寺
の
最
高
責
任
者
、
天
台
座
主
の
曼
殊
院
覚
恕
に
対
し
、

信
玄
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(

�)

。

従
門
主
尊
書
、
謹
而
頂
戴
候
、
仍
僧
正
之
事
、
被
御
申
調
之
由
、
忝
候
、

お
手
紙
を
頂
戴
し
ま
し
た
、
僧
正
の
こ
と
を
取
り
計
ら
っ
て
下
さ
る

(

�)

そ
う
で
す
ね
、

か
た
じ
け
な
く
存
じ
ま
す

。
信
玄
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
素
直
に
読
め

ば
、
任
官
は
信
玄
が
望
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
延
暦
寺
が
持
ち
か
け
た
も
の
で
あ
っ
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た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
高
い
地
位
を
与
え
て
恩
を
着
せ
、
そ
の
代
わ
り
に
働
い

て
も
ら
う
、
と
い
う
底
意
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
任
官
の
手
続
き
が

完
了
し
、
信
玄
が
家
臣
に
命
じ
て
礼
状

(

	)

を
書
か
せ
た
の
は
、
彼
が
遠
江
に
向
け
て
出

馬
し
た
、
ま
さ
に
そ
の
日
に
当
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
と
す

れ
ば
、
信
玄
も
延
暦
寺
の
底
意
を
正
し
く
理
解
し
、
そ
れ
に
応
え
て
行
動
を
開
始
し

た
こ
と
に
な
る
。

三

行
動
の
経
路
を
め
ぐ
っ
て

(

１)

小
笠
原
の
懇
望

信
玄
の
遠
江
侵
攻
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
動
の
経
路
を
め
ぐ
っ
て
、
ふ
た
つ
の
見

方
が
存
在
し
て
い
る
。
信
濃
か
ら
南
進
し
て
遠
江
に
入
っ
た
と
す
る
見
方
と
、
駿
河

か
ら
西
進
し
て
遠
江
に
入
っ
た
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
古
く
か
ら
前
者
が
語
ら
れ
て

き
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
、
後
者
を
主
張
す
る
論
者
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た

(


)

。
西
進
説

の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
次
に
掲
げ
る
信
玄
の
書
状
で
あ
る
。
遠
江
に
入
っ
て

ま
も
な
く
の
状
況
が
、
後
半
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(

史
料
６)

『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
一
八
号

不
違
兼
日
之
首
尾
各
忠
節
、
誠
感
入
存
候
、
於
向
後
者
、
追
日
可
令
入
魂
存
分
候
、

弥
戦
功
専
要
候
、
当
城
主
小
笠
原
悃
望
候
間
、
明
日
国
中
へ
進
陣
、
五
日
之
内
越

天
竜
川
、
向
浜
松
出
馬
、
可
散
三
ケ
年
之
鬱
憤
候
、(

中
略)

恐
々
謹
言
、

十
月
廿
一
日

信
玄

(

花
押)

道
紋

西
進
説
で
は
、
文
中
の

｢

小
笠
原｣

を
遠
江
高
天
神
の
小
笠
原
氏
助
で
あ
る
と
考

え
、
ま
た
、｢

懇
望
候｣

と
い
う
言
葉
か
ら
、
氏
助
が
信
玄
に
降
伏
を
願
い
出
た
こ

と
を
想
像
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
信
玄
が
高
天
神
を
攻
撃
し
た
結
果
で
あ
り
、
信

玄
は
遠
江
の
南
部
に
あ
ら
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、
信
濃
か
ら
南
進
し
た
の
で
は
な
い
、

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

城
主
が
降
伏
す
る
場
面
で
、
助
命
や
赦
免
が
し
ば
し
ば

｢

懇
望｣

さ
れ
る
の
は
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
、｢

懇
望｣

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
意
味
は
、
あ
く
ま
で
も

｢

切
に
希
望
す
る｣

と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
状
の

｢

小

笠
原
懇
望
候｣

も
、｢

小
笠
原
が
希
望
す
る｣

の
で
陣
を
進
め
る
、
と
読
む
の
が
も
っ

と
も
素
直
で
あ
ろ
う
。｢

小
笠
原｣

が
信
玄
に
前
進
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、｢

小
笠
原｣

と
い
う
人
物
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
高
天
神
の
小
笠
原

氏
助
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
材
料
は
、
書
状
の
文
面
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
書

状
か
ら
高
天
神
城
主
の
信
玄
へ
の
降
伏
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
西
進
説
は
、
そ
の
重
要
な
根
拠
を
失
う
こ

と
に
な
る
。

な
お
、｢

小
笠
原｣

に
つ
い
て
は
、
信
濃
松
尾
の
小
笠
原
信
嶺
と
い
う
人
物
が
知

ら
れ
て
い
る
。
十
一
月
十
五
日
付
け
の
書
状

(

�)

に
よ
れ
ば
、
信
嶺
は

｢

境
目｣

に

｢

在

陣｣

し
、
信
玄
に
味
方
し
よ
う
と
す
る
誰
か
が
寄
越
し
た
使
者
を
受
け
付
け
、
こ
れ

を
信
玄
の
も
と
に
送
り
届
け
て
い
る
。
松
尾
の
位
置

(

)

や
、
同
じ
書
状
で
信
玄
の
三
河

進
出
の
予
定
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、｢

境
目｣

は
信
濃
と
三
河
の
境
目
で
あ

り
、｢

誰
か｣

は
三
河
の
勢
力
の
一
員
で
あ
る
こ
と
が
、
強
く
想
像
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
信
玄
の
遠
江
侵
攻
に
と
も
な
っ
て
、
信
嶺
は
信
濃
・
三
河
の
国
境
付
近
に
進
出

し
、
三
河
の
勢
力
を
信
玄
の
味
方
と
し
て
組
織
す
る
任
務
に
当
た
っ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
後
、
信
嶺
が
三
河
の
要
衝
、
長
篠
に
入
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
お
り

(

�)

、

こ
の
人
物
が
三
河
方
面
の
指
揮
官
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
動
か
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。

そ
の
上
で
、
再
び

(

史
料
６)

に
戻
る
。
こ
の
書
状
は
、
三
河
の
有
力
者
、
奥
平

道
紋
宛
て
で
あ
る
。
そ
の
文
中
に
、｢

小
笠
原｣

が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
こ
の

｢

小
笠
原｣

は
、
遠
江
高
天
神
の
氏
助
で
は
な
く
、
信
濃
松
尾
の

信
嶺
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
書
状
の
冒
頭
に
、｢

皆
さ
ま
の

忠
節
に
は
ま
こ
と
に
感
じ
入
り
ま
し
た｣

と
あ
る
の
は
、
奥
平
が
信
濃
・
三
河
の
国
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境
付
近
に
進
出
し
た
信
嶺
の
も
と
に
出
頭
し
、
信
玄
に
味
方
す
る
意
志
を
表
明
し
た
、

そ
れ
に
対
し
て
謝
辞
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、｢
小
笠
原｣

に
か
か
る

｢

当
城
主｣

と
い
う
言
葉
は
、｢

そ
ち
ら
の
城
の
主｣

と
解
釈
す
れ
ば
よ
い

(

�)

。
信
嶺
は
国
境
付
近
の
ど
こ
か
の
城
に
入
っ
て
指
揮
を
と
っ
て

い
た
、
奥
平
は
そ
こ
に
出
頭
し
、
そ
の
ま
ま
信
嶺
の
も
と
で
待
機
し
て
い
る
、
と
い

う
状
況
で
あ
る

(

�)

。
奥
平
だ
け
で
な
く
、
三
河
の
勢
力
の
多
く
を
、
信
嶺
は
い
ち
早
く

掌
握
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
情
勢
は
信
玄
に
有
利
で
あ
る
と
し
て
、｢

国
中｣

(

遠
江
の
中
心
部)

へ
の
本
格
的
な
前
進
を
開
始
す
る
よ
う
に
、
信
玄
に
進
言
し
た

の
で
あ
ろ
う

(

�)

。
そ
れ
を
信
玄
は
、｢
当
城
主
小
笠
原
懇
望
候｣

｢

そ
ち
ら
の
城

主
の
小
笠
原
が
希
望
す
る｣

の
で
陣
を
進
め
る
、
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、(

史
料
６)

は
、
西
進
説
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
読
み
方
、
し

か
も
よ
り
無
理
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
読
み
方
が
、
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
少
な
く
と
も

(

史
料
６)

を
根
拠
と
し
て
は
、
西
進
説
は
成
り
立
ち
に
く
い
も

の
と
考
え
る
。

(

２)

朱
印
状
と
判
物
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
布

た
だ
し
、
西
進
説
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
が
次
の
文
書
で
あ

る
。

(

史
料
７)

(

朱
印)

定

花
厳
院

当
手
甲
乙
之
軍
勢
、
於
彼
寺
中
、
不
可
濫
妨
狼
藉
、
若
背
此
旨
者
、
可
被
行
罪
科

者
也
、
仍
如
件
、

壬

(

元
亀
三
年)

申十
月
十
九
日

信
玄
所
用
の
龍
の
朱
印
を
捺
し
た
禁
制
で
あ
る
。
十
月
十
九
日
付
け
で
、
高
天
神

に
近
い
花
厳
院
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
十
月
中
旬
、
武
田
軍
が
高
天

神
付
近
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
の
点
は
、
西
進
説
の
言
う
通
り
で
あ

る
。
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ほ
か
の
寺
社
宛
て
の
文
書
も
視
野
に
入
れ
て
み

る
と
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
浮
か
び
上
が
る

(

�)

。

日
付

受
取
人

内
容

奉
者

①
十
月
十
四
日

白
羽
社

朱
印
状

(

神
主
を
赦
免)

市
河
宮
内
助

②
十
月
十
九
日

花
厳
院

禁
制

(

袖
上
に
朱
印)

③
十
月
二
十
八
日

可
睡
斎

禁
制

(

袖
上
に
朱
印)

市
川
宮
内
助

④
十
一
月
一
日

妙
音
寺

禁
制

(

袖
上
に
朱
印)

土
屋
右
衛
門
尉

⑤
十
一
月
二
日

秋
葉
寺

判
物

(

社
領
を
安
堵)
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①
か
ら
④
ま
で
に
限
れ
ば
、
日
付
が
進
む
た
び
に
受
取
人
の
所
在
地
は
西
へ
進
み
、

東
か
ら
西
へ
向
か
う
一
本
の
線
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
武
田
軍

が
駿
河
か
ら
遠
江
に
入
り
、
同
国
の
南
部
を
西
に
進
ん
だ
こ
と
は
、
そ
の
可
能
性
が

非
常
に
高
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い

(

�)

。

し
か
し
、
こ
の
武
田
軍
の
行
動
は
、
信
玄
本
人
の
行
動
と
、
は
た
し
て
一
致
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
注
意
を
要
す
る
の
は
、
十
一
月
二
日
付
け
、
秋
葉
寺
宛
て
の
⑤
で
あ

る
。
①
〜
④
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
れ
も
武
田
軍
が
付
近
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
十
一
月
二
日
ご
ろ
、
武
田
軍
は
秋
葉
寺
の
近
く
、
す
な
わ
ち

遠
江
の
北
部
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
日
違
い
の
④
の
受
取
人
、
妙
音
寺
か
ら
秋

葉
寺
ま
で
の
距
離
は
、
約
三
〇
キ
ロ
も
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
遠
江
の
北
部
に
あ
ら
わ

れ
た
部
隊
と
、
南
部
を
西
進
し
た
部
隊
と
を
想
定
し
、
二
元
的
に
整
理
す
る
必
要
が

あ
り
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
き
た
通
り
、

信
濃
か
ら
南
進
し
て
遠
江
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
⑤
は
判
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
信
玄
の
花
押
が
、
紙
面
に
加
え
ら
れ

て
い
る
。
花
押
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
本
人
が
書
く
の
で
あ
ろ
う

(
�)

。
こ
れ
に
対
し

て
、
①
〜
④
は
す
べ
て
朱
印
状
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
印
章
の
用

意
さ
え
あ
れ
ば
、
朱
印
状
は
本
人
以
外
で
も
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
か
ら
す
れ
ば
、
信
玄
本
人
は
、
信
濃
か
ら
南
進
し
た
部
隊
と
と
も
に
あ
っ
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
よ
う

(

	)

。
一
方
、
駿
河
か
ら
西
進
し
た
部
隊
に
は
、
信
玄
か
ら
龍
の
朱
印

が
預
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

(


)

。

以
上
の
推
論
と
よ
く
適
合
す
る
の
が
、
次
に
掲
げ
る
文
書
で
あ
る
。

(

史
料
８)

『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
二
〇
六
一
号

定

今
度
最
前
ニ
出
仕
、
神
妙
被
思
召
候
、
然
者
此
間
被
拘
来
候
新
地
旧
領
、
不
可
有

御
相
違
候
、(

中
略)

御
直
判
之
事
者
、
重
而
可
被
下
置
候
、
委
曲
従
左
衛
門
大

夫
殿
可
被
仰
理
候
者
也
、
仍
如
件
、

元
亀
三
年
壬申

土
屋
奉
之

十
一
月
二
日

(

朱
印)

幡
鎌
右
近
丞
殿

十
一
月
二
日
付
け
の
朱
印
状
で
あ
る
。
幡
鎌
右
近
丞
と
い
う
者
に
、
そ
の
所
領
を

安
堵
し
て
い
る
の
だ
が
、
傍
線
部
が
は
な
は
だ
興
味
深
い
。｢

御
直
判｣

と
は
、
信

玄
が
花
押
を
加
え
た
安
堵
状
を
、
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、｢

左
衛
門
大

夫
殿｣

は
、
信
玄
の
重
臣
と
し
て
知
ら
れ
る
穴
山
信
君
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
傍
線
部
の
現
代
語
訳
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

判
物
の
安
堵
状
は
、(

信
玄
様
が)

あ
ら
た
め
て
お
下
し
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

詳
し
い
事
情
は
、
穴
山
殿
か
ら
ご
説
明
が
あ
る
だ
ろ
う
。

受
取
人
の
幡
鎌
は
、
朱
印
状
よ
り
格
が
高
い
、
判
物
の
安
堵
状
を
望
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
武
田
当
局
は
、
右
の
よ
う
に
言
い
訳
し
な
が
ら
、
暫
定
的
に
朱
印

状
に
よ
る
安
堵
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
に
信
玄
が
い
な

か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

�)

。
そ
し
て
、
信
玄
の
代
わ
り
に
、
穴
山
が
そ
の
場

を
任
さ
れ
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
こ
の

｢

言
い
訳｣

は
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

(

史
料
８)

の
奉
者

｢

土
屋｣

は
、
一
日
違
い
の
④
の
奉
者

｢

土
屋
右
衛
門
尉｣

と
、
ま
ず
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
朱
印
状
は
①
〜
④
と
一
連
の
も
の
、

西
進
隊
の
行
動
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
朱
印
状
は
、
西
進
隊
に
は
信
玄
の

姿
が
な
か
っ
た
こ
と
、
西
進
隊
は
穴
山
信
君
が
率
い
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
西
進

隊
に
は
龍
の
朱
印
が
預
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
く
物
語
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

�)

。
先
ほ
ど
の

｢

推
論｣

は
、
有
力
な
傍
証
を
と
も
な
う
の
で
あ

る

(

)

。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
元
亀
二
年
か
ら
三
年
の
、
武
田
信
玄
を
め
ぐ
る
政
治
史
に
つ
い
て
、

( ) 元亀年間の武田信玄 (鴨川)77
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先
年
の
私
見
に
対
す
る
異
論
に
も
こ
た
え
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
検
証
し
た
。
こ
こ

ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
私
見
を
大
き
く
修
正
す
る
に
は
至
ら
ず
、
む
し
ろ
補
強

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
を
執
筆
す
る
中
で
、
印
象
に
残
っ
た
点
を
申
し
述
べ
て
、
む
す
び
に
代
え
る

こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
史
料
を
過
不
足
な
く
読
み
解
く
こ
と
が
、
い
か
に
重
要

で
あ
り
、
ま
た
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
拙
著
で
も
そ
れ
を
述

べ
た
つ
も
り
だ
が
、
今
回
あ
ら
た
め
て
同
じ
こ
と
を
痛
感
し
た
。｢

小
山｣

｢

取
出｣

の

(

史
料
１)

、｢

属
味
方｣

の
信
玄
書
状
、
そ
し
て

｢

小
笠
原
懇
望
候｣

の

(

史
料

６)

な
ど
が
、
そ
の
具
体
的
な
例
で
あ
る
。

ま
た
、
私
見
で
は
偽
文
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
立
論
の
材
料
と
し
て
か

な
り
通
用
し
て
い
る
こ
と
も
、
残
念
な
が
ら
印
象
に
残
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
う
ま
で

も
な
く
、(

史
料
２)

(

史
料
５)

が
そ
の
例
で
あ
る

(
�)

。
文
書
の
真
偽
を
無
闇
に
疑
う

こ
と
は
、
必
ず
し
も
好
ま
し
い
態
度
で
は
な
い
も
の
の
、
い
ま
少
し
慎
重
で
あ
っ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
が
率
直
な
印
象
で
あ
る
。
本
稿
が
、
元
亀
年
間
の
政
治
史
の
研
究
と
し
て
の

み
な
ら
ず
、
史
料
の
読
解
や
判
別
に
関
す
る
提
言
と
し
て
も
、
受
け
止
め
て
い
た
だ

け
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
過
ぎ
る
喜
び
は
な
い
。

[

注]

(

�)
『

山
梨
県
史』

通
史
編
２

(

山
梨
県
、
二
〇
〇
七
年)

四
九
五
頁
以
下
、
お
よ
び
拙

著

『

武
田
信
玄
と
勝
頼』
(

岩
波
新
書
、
同
年)

一
七
四
頁
以
下
。

(

�)

以
下
の
本
稿
で
は
、『

山
梨
県
史』

通
史
編
を

｢

県
史｣

、『

武
田
信
玄
と
勝
頼』

を

｢

拙
著｣

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
度
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
特
定
共
同
研
究

｢

合
戦
の
記
憶
を
め
ぐ
る
総
合
的
研
究｣

第
二
回
研
究
会

(

二

〇
一
〇
年
一
一
月
五
日)

で
行
な
っ
た
口
頭
発
表
を
再
構
成
し
、
若
干
の
論
点
を
追

加
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

�)

柴
辻
俊
六

｢

武
田
信
玄
の
上
洛
戦
略
と
織
田
信
長｣

(『

武
田
氏
研
究』

四
〇)

三

頁
な
ど
。

(

�)
『

大
日
本
史
料』

第
十
編
之
五
、
元
亀
二
年
二
月
二
十
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
氏
政
は

駿
河
深
沢

(

御
殿
場
市
深
沢)

で
信
玄
と
戦
い
、
二
月
二
十
三
日
に
帰
陣
し
て
い
る
。

第
一
条
前
半
に
見
え
る

｢

御
厨｣

は
、
深
沢
を
含
む
一
帯
の
総
称
で
あ
る
。

(

�)

吉
田
町
片
岡
付
近
。
遠
江
の
最
東
端
に
位
置
し
、
大
井
川
を
は
さ
ん
で
駿
河
に
接

し
て
い
る
。

(

�)
『

藤
枝
市
史』

通
史
編
上
、
六
〇
四
頁
。

(

	)

小
学
館

『

日
本
国
語
大
辞
典』

第
二
版
第
10
巻
、
五
九
四
頁
。

(


)
｢

抜
本｣

は
小
山
と
同
格

(

並
列)

の
地
名
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
し
い
地

点
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、(

史
料
１)

は
写
し
で
あ
る
か
ら
、
誤
写
に
災

い
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(

�)
『

大
日
本
史
料』

第
十
編
之
五
、
元
亀
元
年
十
月
八
日
条
。
な
お
、
こ
の
時
点
で
は

上
杉

｢

輝
虎｣

と
す
る
の
が
正
し
か
ろ
う
が
、
便
宜
的
に

｢

謙
信｣

と
表
記
す
る
。

(

�)
｢

取
出｣

に
つ
い
て
は
、｢

取
り
出
る｣

と
い
う
動
詞
も
あ
る
。｢

大
軍
が
急
ぎ
ひ
し

め
い
て
出
る｣

と
い
う
意
味
で
あ
る

(

小
学
館

『

日
本
国
語
大
辞
典』

第
二
版
第
９

巻
、
一
四
一
七
頁)

。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
第
三
条
は
、｢

小
山
に
向
け
て
抜
本

(

人
名
か)

が
出
動
す
る

(

し
た)｣

と
知
ら
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(

)

掛
川
市
上
土
方
。

(

�)

注
６
に
同
じ
。

(

�)

た
と
え
ば
、｢

家
忠
日
記｣

天
正
六
年
十
月
二
十
四
日
条
に
は
、｢

甲
州
衆｣

と
書

か
れ
て
い
る
。
天
正
七
年
九
月
二
十
五
日
条
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

(

史
料

２)

だ
け
で
な
く
、
唐
津
小
笠
原
家
が
ら
み
の
家
康
の
文
書
は
、
い
ず
れ
も
本
物
で

は
な
い
よ
う
で
あ
る

(『

静
岡
県
史』

資
料
編
７
、
三
四
七
一
・
三
四
七
七
号
、
お
よ

び
資
料
編
８
、
二
九
一
号)

。

(

�)
七
五
頁
に
掲
げ
る

(

史
料
６)

の
一
節
で
あ
る
。

(

�)
次
章
第
一
節
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
元
亀
三
年
の
初
頭
、
信
玄
は
信
長
に
対
し
、

家
康
と
戦
っ
た
こ
と
も
戦
う
つ
も
り
も
な
い
、
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
発
言
を
し

て
い
る
。
前
年
に
家
康
と
戦
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
白
々
し
い
こ
と
は
、

さ
す
が
に
言
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、｢

家
康
を
こ�

の�

た�

び�

信
玄
は
敵
に
回
し
た｣

と
述
べ
た
、
十
月
十
八
日
付
け
の
上
杉
謙
信
の
書
状
が
あ
る
が

(『

上
越
市
史』

別
編
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１
、
一
一
三
〇
号)

、
こ
れ
は
異
論
な
く
元
亀
三
年
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
な
お
、｢

三
か
年
の
鬱
憤｣

に
つ
い
て
、
本
多
隆
成

『

定
本
徳
川
家
康』

(

吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年)

は
、
元
亀
元
年
は
こ
の
言
葉
の
二
年
前
で
し
か
な
い
と

し
て
、
そ
の
発
端
を
家
康
・
謙
信
の
握
手
に
求
め
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る

(

八
五

頁)

。
し
か
し
、
当
時
の
年
の
数
え
方
は
、
い
わ
ゆ
る

｢

数
え｣

が
普
通
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
反
対
意
見
は
、
当
た
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
信
玄

の
周
辺
で

｢

数
え｣
が
行
な
わ
れ
て
い
た
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

武
田
信
玄
の
三

周
忌｣

(『

山
梨
県
史
の
し
お
り』

通
史
編
二
中
世)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)
『

大
日
本
史
料』

第
十
編
之
七
、
元
亀
二
年
是
冬
条
。

(

�)

こ
れ
よ
り
三
年
前
、
家
康
の
態
度
に
不
満
を
感
じ
た
信
玄
が
、
信
長
か
ら
も
き
つ

く
言
っ
て
欲
し
い
、
と
求
め
た
例
が
あ
る

(『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
五
〇
七
号)

。

｢

家
臣｣

と
い
う
表
現
は
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
も
、
信
長
に
と
っ
て
家
康
は
影
響
力

を
行
使
す
る
対
象
で
あ
っ
た
。

(

�)

遠
藤
珠
紀

｢

織
田
信
長
子
息
と
武
田
信
玄
息
女
の
婚
姻｣

(『

戦
国
史
研
究』

六
二)

。

(

�)

本
章
第
四
節
で
詳
し
く
述
べ
る
。

(

�)

次
節
で
詳
し
く
述
べ
る
。

(

�)

拙
著
一
七
九
頁
。

(

�)
『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
二
四
二
八
号
。

(

�)
『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
三
九
四
号
。
こ
の
文
書
は
、
全
体
が
大
げ
さ
な
美
文
で

貫
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
偽
文
書
で
あ
る
と
判
断
す
る
向
き
も
あ
る
よ
う
だ
。
し
か

し
、
将
軍
に
対
す
る
公
式
の
意
見
書
で
あ
る
か
ら
、
も
の
も
の
し
く
威
儀
を
正
す
こ

と
は
、
必
ず
し
も
不
自
然
で
は
な
い
。
文
章
の
内
容
に
も
、
事
実
と
齟
齬
す
る
点
は

な
い
。

(

�)

ち
な
み
に
、
家
康
に
つ
い
て
は
、
僅
か
な
言
及
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

(

�)
『

大
日
本
史
料』

第
十
編
之
八
、
元
亀
三
年
三
月
十
七
日
条
。

(

�)

一
八
〇
頁
お
よ
び
一
八
五
頁
。

(

�)

天
正
十
年

(

一
五
八
二)

、
信
長
が
武
田
勝
頼
を
滅
ぼ
し
た
際
は
、
こ
の
ル
ー
ト
を

逆
に
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
別
働
隊
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
詳
し
く
述
べ
る
。

(

 )

柴
裕
之

｢

戦
国
大
名
武
田
氏
の
遠
江
・
三
河
侵
攻
再
考｣

(『

武
田
氏
研
究』

三
七)

。

(

!)

恵
那
市
岩
村
町
。
美
濃
の
中
心
部
へ
の
入
口
に
当
た
る
。

(

")
『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
二
四
二
七
号
。

(

#)

信
玄
が
信
濃
か
ら
南
進
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
章
第
二
節
で
詳
し
く
述
べ
る
。

な
お
、
信
玄
が
こ
の
行
動
と
同
時
に
、
遠
山

(

岩
村
城
付
近
の
古
い
呼
称)

に
い
く

さ
を
仕
掛
け
た
こ
と
が
、
上
杉
謙
信
の
書
状
に
明
記
さ
れ
て
い
る

(『

上
越
市
史』

別

編
１
、
一
一
三
九
号)

。

(

$)
『

大
日
本
史
料』

第
十
編
之
十
、
元
亀
三
年
十
一
月
十
四
日
条
。
秋
山
の
実
名
は

｢

虎
繁｣

が
正
し
い
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は

『

大
日
本
史
料』

に
合
わ
せ
て
、
便
宜
的

に

｢

信
友｣

と
表
記
し
た
。

(

%)
『

愛
知
県
史』

資
料
編
11
、
八
七
一
号
で
も
、
同
じ
判
断
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
な

お
、
こ
の
判
断
に
し
た
が
え
ば
、
二
月
十
六
日
付
け
東
老
軒
宛
て
の
書
状

(『

山
梨
県

史』

資
料
編
５
、
三
〇
〇
一
号)

が
、
信
玄
の
生
前
最
後
の
文
書
に
な
る
。

(

&)

県
史
四
九
八
〜
九
頁
、
拙
著
一
七
七
〜
八
お
よ
び
一
八
〇
頁
。

(

')

本
多
(
成

『

定
本
徳
川
家
康』

(

注
15
参
照)

九
七
頁
。

(

))
『

大
日
本
史
料』

第
十
編
之
十
、
元
亀
三
年
八
月
十
三
日
条
。

(

*)

柴
裕
之

｢

戦
国
大
名
武
田
氏
の
遠
江
・
三
河
侵
攻
再
考｣

(

注
29
参
照)

四
四
頁
上

段
か
ら
下
段
に
か
け
て
の
記
述
は
、
論
旨
不
分
明
で
非
常
に
理
解
し
に
く
い
が
、
お

そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(

+)

筆
者
は
、
近
著

『

武
田
信
玄
と
毛
利
元
就』

(

山
川
出
版
社
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
、

二
〇
一
一
年)

に
お
い
て
、
将
軍
に
対
し
て
従
順
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
信
玄
の

考
え
方
で
あ
っ
た
、
と
い
う
見
方
を
示
し
た

(

六
三
頁)

。
し
か
し
、
そ
れ
は
将
軍
と

政
治
的
に
対
立
し
た
場
合
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
従
順
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
と
同
時

に
、
信
玄
は
自
分
の
立
場
を
は
っ
き
り
主
張
し
て
も
い
る
。

(
,)

こ
の
返
書
は
、
本
願
寺
の
意
志
を
知
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
合
意
事
項
を
確

認
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
案
文
を
送
り
届
け
た
ね
ら
い
が
、

文
言
の
調
整
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

(

-)
『

大
日
本
史
料』

第
十
編
之
八
、
元
亀
三
年
正
月
十
四
日
条
。

(

.)
『

山
梨
県
史』
資
料
編
５
、
三
〇
六
八
号
。

(

/)
『

大
日
本
史
料』
第
十
編
之
十
、
元
亀
三
年
八
月
十
八
日
条
。

(

0)
『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
一
一
七
六
号
。

( ) 元亀年間の武田信玄 (鴨川)79
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(
�)

信
玄
が
こ
の
問
題
を
あ
と
あ
と
ま
で
引
き
ず
っ
た
こ
と
は
、
拙
著
一
七
九
〜
一
八

〇
頁
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

(

�)
『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
一
三
〇
六
号
。

(

�)
『

戦
国
遺
文』

武
田
氏
編
、
四
〇
三
九
号
。

(

�)

こ
の
一
節
に
先
立
っ
て
、
原
文
に
は

｢

甲
越
和
与｣

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
武
田

と
上
杉
の
和
睦
に
つ
い
て
は
、
永
禄
十
一
年
か
ら
元
亀
二
年
に
か
け
て
、
信
玄
が
上

杉
・
北
条
と
い
う
強
豪
を
と
も
に
敵
に
回
し
た
こ
と
か
ら
、
信
長
の
仲
介
を
仰
い
で

上
杉
と
の
和
睦
を
試
み
た
事
実
が
あ
る

(『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
六
三
〇
号)

。

し
か
し
、
十
月
五
日
付
け
の
信
長
の
書
状
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
越
後
に
行
こ
う

と
す
る
信
玄
を
信
長
が
止
め
た
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
上
記
の
時
期
と
は
ま
っ
た

く
状
況
が
異
な
り
、『

戦
国
遺
文』

武
田
氏
編
が
こ
の
書
状
を

(

元
亀
元
年
カ)

と
し

て
い
る
こ
と
は
う
な
ず
け
な
い
。
元
亀
二
年
の
末
に
北
条
と
和
睦
し
、
敵
は
上
杉
の

み
と
な
っ
た
段
階
こ
そ
、
こ
の
書
状
に
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
。
こ
の
書
状
の
年
代
は
、

古
く
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
元
亀
三
年
が
、
や
は
り
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

�)
『

静
岡
県
史』

資
料
編
８
、
五
〇
七
号
。

(

�)
『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
二
六
一
四
号
。

(

�)
｢

被
御
申
調｣

は
、｢

す
で
に
申
し
調
え
た｣

と
も

｢

こ
れ
か
ら
申
し
調
え
る｣

と

も
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
、
本
文
で
次
に
触
れ
る

｢

礼
状｣

な
ど
か
ら
、
後
者
が
正

し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(

	)
『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
二
六
一
六
号
。

(


)

柴
裕
之

｢

戦
国
大
名
武
田
氏
の
遠
江
・
三
河
侵
攻
再
考｣

(

注
29
参
照)

、
本
多
隆

成

『

定
本
徳
川
家
康』

(

注
15
参
照)

。

(

�)

小
学
館

『

日
本
国
語
大
辞
典』

第
二
版
第
５
巻
、
一
二
二
九
頁
。
な
お
、
こ
の
前

後
の
論
述
で
は
、
本
来
の
表
記

｢

悃
望｣

を
、
よ
り
一
般
的
な
表
記

｢

懇
望｣

に
あ

ら
た
め
た
。

(

�)
『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
一
九
八
九
号
。
こ
の
書
状
は
宛
所
が
失
わ
れ
て
い
る
。

(

)

飯
田
市
松
尾
。
信
濃
の
南
端
に
位
置
し
、
三
河
へ
の
入
口
に
当
た
る
。

(

�)
『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
一
〇
七
二
号
。

(

�)
｢

当
城
主｣

の
前
に
接
続
詞
が
な
く
、
話
題
を
切
り
換
え
た
様
子
が
な
い
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
ま
で
の
部
分
に
引
き
続
き
、
奥
平
な
い
し
三
河
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ

う
に
読
め
る
。

(

�)

拙
著
で
も
強
調
し
た
よ
う
に

(

四
八
頁)

、｢

当｣

と
い
う
文
字
は
常
に

｢

こ
ち
ら｣

を
意
味
す
る
と
は
限
ら
ず
、｢

そ
ち
ら｣

の
意
味
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
例
示

は
省
略
す
る
が
、｢

そ
ち
ら｣

の
身
分
が
自
分
と
同
等
か
そ
れ
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

｢

御
当｣
｢

御
当
方｣

(

い
ず
れ
も

｢

そ
ち
ら
さ
ま｣)

｢

御
当
地｣

｢

御
当
国｣

な
ど
の

表
現
も
用
い
ら
れ
た
。

(

�)

信
玄
は
す
で
に
十
月
十
日
に
遠
江
に
入
っ
て
い
る

(

注
31
に
同
じ)

。
国
境
を
越
え

て
す
ぐ
の
地
点
で
、
情
勢
を
う
か
が
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

(

�)

①
＝

『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
二
一
五
九
号
、
②
＝
同
二
〇
八
三
号
、
③
＝
同

二
〇
四
三
号
、
④
＝
同
二
三
五
一
号
、
⑤
＝
同
一
一
二
六
号
。
地
図
は

『

山
梨
県
史』

通
史
編
２
、
四
九
六
頁
の
地
図
を
も
と
に
作
成
し
た
。

(

�)

本
多
隆
成

『

定
本
徳
川
家
康』

(

注
15
参
照)

に
も
同
じ
指
摘
が
あ
る

(

八
五
頁)

。

(

�)

戦
時
下
に
作
ら
れ
た
禁
制
や
安
堵
状
の
分
布
は
、
や
は
り
軍
隊
の
行
動
と
ま
っ
た

く
無
関
係
で
あ
る
と
は
い
え
ま
い
。
①
〜
④
の
場
合
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
し
た
傾

向
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
る
。

(

�)

た
だ
し
、
信
玄
の
死
後
に
、
誰
か
が
そ
の
花
押
を
代
筆
し
た
例
が
複
数
あ
る
こ
と

は
、
拙
著
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(

一
八
八
頁
以
下)

。

(

�)
(

史
料
６)

の

｢

越
天
竜
川
向
浜
松｣

と
い
う
表
現
は
、
信
玄
が
高
天
神
付
近
に
い

る
こ
と
を
想
定
す
れ
ば
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
遠
江
の
北
部
に
い
る

場
合
で
も
、
天
竜
川
の
左
岸
を
南
進
し
、
二
俣
あ
た
り
で
渡
河
す
る
経
路
が
考
え
ら

れ
る
。

(

�)

拙
著
に
お
い
て
、
筆
者
は

｢

龍
の
朱
印
は
、
…
…
破
損
や
紛
失
の
恐
れ
の
あ
る
場

所
に
は
、
持
っ
て
行
か
な
か
っ
た
に
違
い
な
い｣

と
述
べ
た

(

一
〇
九
頁)

。
こ
れ
は
、

交
戦
の
現
場
や
最
前
線
の
陣
地
な
ど
へ
は
持
ち
出
さ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
本
拠
地
か
ら
一
切
動
か
さ
な
か
っ
た
、
な
ど
と
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

(

�)
ち
な
み
に
、
こ
の
朱
印
状
は
、
⑤
と
同
じ
日
付
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

⑤
に
は
花
押
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
と
き
信
玄
は
花
押
が
書
け

な
い
状
況
に
あ
っ
た
、
と
い
う
説
明
は
通
用
し
な
い
。

(

�)

な
お
、
穴
山
は
、
十
一
月
七
日
の
時
点
で
、
向
坂
に
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る

(『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
九
九
八
号)

。
③
の
可
睡
斎
の
西
方
、
約
七
キ
ロ
で
あ
る
。
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(
�)

本
文
で
は
寺
社
宛
て
の
文
書
を
主
に
取
り
上
げ
た
が
、
そ
の
他
の
文
書
を
含
め
て

み
て
も
、｢

推
論｣

と
大
き
く
齟
齬
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
信
玄
が
信

濃
北
部
か
ら
と
思
わ
れ
る
参
戦
者
に
接
し
て
い
る
こ
と

(『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、

一
五
二
五
・
一
五
二
六
号)

、
遠
江
の
北
部

(

峡
谷
部)

か
ら
南
部

(

平
野
部)

へ
の

入
口
に
当
た
る
二
俣
を
早
く
か
ら
重
視
し
て
い
る
こ
と

(『

山
梨
県
史』

資
料
編
４
、

二
一
〇
号)

な
ど
は
、
や
は
り
信
玄
が
信
濃
か
ら
遠
江
北
部
を
経
て
南
部
へ
進
も
う

と
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
た
だ
し
、
十
月
八
日
付
け
で
判
物
を
与
え
ら
れ
た

神
尾
宗
大
夫
が
、
八
日
後
の
十
六
日
付
け
で
今
度
は
朱
印
状
を
与
え
ら
れ
た
例
が
あ

る

(『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
一
五
二
六
・
一
五
二
七
号)

。
当
初
は
南
進
隊
に
参

加
し
た
が
、
そ
の
後
西
進
隊
に
転
属
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
奥
山
左
近
将
監
も
、
十
月

二
十
一
日
付
け
で
朱
印
状
を
、
つ
い
で
十
二
月
十
四
日
付
け
で
判
物
を
与
え
ら
れ
て

い
る
が

(『

山
梨
県
史』

資
料
編
５
、
一
二
七
八
・
一
二
七
九
号)

、
こ
れ
は
暫
定
的

に
朱
印
状
を
貰
っ
て
お
き
、
両
隊
が
合
流
し
た
段
階
で
、
あ
ら
た
め
て
判
物
を
取
り

付
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、(

史
料
８)
の
幡
鎌
の
場
合
に
似
た
例
と
い

う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ

｢

推
論｣

に
適
合
的
で
あ
る
。

(

�)
(

史
料
５)

は
、
柴
裕
之

｢

戦
国
大
名
武
田
氏
の
遠
江
・
三
河
侵
攻
再
考｣

(

注
29

参
照)

、
武
田
氏
研
究
会

『

武
田
氏
年
表』

(

高
志
書
院
、
二
〇
一
〇
年)

の
い
ず
れ

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が

(

そ
れ
ぞ
れ
四
一
頁
、
一
八
四
頁)

、
特
別
な
注
記
な
ど
は

見
ら
れ
な
い
。

[

付
記]

(

本
文
七
二
頁
、
美
濃
方
面
の

｢

別
働
隊｣

に
関
す
る
補
足)

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
十
一
月
十
九
日
付
け
の
覚
書
に
よ
れ
ば
、
信
玄
は
信
長
を
美

濃
に
追
い
詰
め
る
考
え
で
あ
っ
た
よ
う
だ

(

七
〇
頁)

。
同
じ
覚
書
に
は
、
二
俣
の
攻
略
が

近
い
こ
と
、
お
よ
び
岩
村
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
を
記
し
た
上
で
、

此
上
両
様
行
之
事
、

と
述
べ
た
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
状
況
な
ら
、
二
通
り
の
作
戦
が
可
能
で
あ
る
、

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
二
俣
経
由
の
遠
江
・
三
河
ル
ー
ト
の
ほ
か
に
、
岩
村
経
由

で
ま
っ
す
ぐ
攻
め
る
こ
と
を
、
信
玄
は
明
確
に
意
識
し
て
い
た
と
い
え
る
。

(

本
文
七
七
頁
、
信
玄
の
行
動
経
路
に
関
す
る
補
足)

前
出
の

(

史
料
６)

に
つ
い
て
、
一
部
を

(

中
略)

と
し
た
が

(

七
五
頁)

、
こ
こ
に
は

｢

猶
山
県
三
郎
兵
衛
尉
可
申
候｣

と
書
か
れ
て
お
り
、
信
玄
の
部
将
の
一
人
、
山
県
昌
景
が
、

副
状
を
付
け
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、(

史
料
６)

が
書
か
れ
た
十
月

二
十
一
日
の
時
点
で
、
信
玄
と
山
県
は
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事

実
は
、
信
玄
の
行
動
経
路
を
推
定
す
る
上
で
、
ひ
と
つ
の
材
料
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
こ
の
時
期
の
山
県
に
つ
い
て
は
、
十
一
月
二
十
七
日
、
つ
ま
り
か
な
り
遅
く
な
っ
て

か
ら
、
二
俣
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い

(『

山
梨
県
史』

資
料

編
５
、
一
一
〇
四
号)

。
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