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戦
国
時
代

十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
末
に

か
け
て
、
さ
む
ら
い
が
領
地
を

争
っ
て
、
い
く
度
も
戦い
く
さ

を
く
り

返
し
た
時
代
。

功
績　

す
ぐ
れ
た
働
き
や
成
果
。

中
野
城

日
野
城
と
も
い
う
。

織
田
信
長

尾お
わ
り
の
く
に

張
国
（
愛あ
い

知ち

県け
ん

名
古
屋
市
）
に

生
ま
れ
た
戦
国
武
将
。

豊
臣
秀
吉

尾
張
国
（
愛
知
県
名
古
屋
市
）
に

生
ま
れ
た
戦
国
武
将
。

　
　
一
、
戦せ

ん
ら
ん乱
の
世
に
生
き
る

　　

松ま
つ

阪さ
か

を
代
表
す
る
祭
り
の
一
つ
で
あ
る
氏う
じ

郷さ
と

ま
つ
り
は
、※

戦せ
ん

国ご
く

時
代
の
武ぶ
し
ょ
う将
で
あ
る
蒲が
も

生う

氏

郷
の

※

功こ
う

績せ
き

を
た
た
え
て
、
毎
年
十
一
月
三
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
氏
郷
は
、
私
た
ち
の
住

む
城じ
ょ
う
か下
町ま
ち

「
松
坂
」
と
松
坂
城
を
築
い
た
人
で
す
が
、ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　

１　

少
年
時
代

　

氏
郷
は
、
一
五
五
六
年
に
現げ
ん

在ざ
い

の
滋し

賀が

県け
ん

日ひ

野の

町ち
ょ
うに
あ
っ
た
※

中な
か

野の

城
の
城
主
蒲
生
賢か
た

秀ひ
で

の
子
と

し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
氏
郷
が
生
き
た
時
代

は
、※

織お

田だ

信の
ぶ

長な
が

や
※

豊と
よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

が
天て

ん

下か

統と
う

一い
つ

を
め

ざ
し
た
、
ま
さ
に
戦せ
ん

乱ら
ん

の
時
代
で
あ
り
、
氏
郷
も

や
が
て
そ
の
戦
乱
の
う
ず
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
く

 蒲 生 氏 郷 画 像
（福島県西

にし
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づ
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 福島県立博物館提
てい
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）

氏 郷 産
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湯
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の 井
い

戸
ど

（滋 賀 県 日 野 町）
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小
姓

昔
、
身
分
の
高
い
人
に
仕
え
た
少

年
。

武
芸

剣け
ん

、
弓
、
馬
な
ど
武
道
に
関
す
る

技
芸
。

兵
法

軍
の
使
い
方
や
戦
の
方
法
。

文
芸

学
問
と
芸
術
。

元
服

男
子
が
成
人
に
な
る
た
め
の
儀
式
。

烏
帽
子
親

元
服
の
時
、成
人
し
た
人
に
、烏
帽

子
と
い
う
ぼ
う
し
を
か
ぶ
せ
る
人
。

賦
秀

「
や
す
ひ
で
」
と
読
む
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。

官
職
名

公
の
仕
事
の
役
目
を
表
す
役
職
名
。

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

一
五
六
八
年
、
父
賢か
た

秀ひ
で

が
織お

田だ

信の
ぶ

長な
が

に
従
し
た
が

う
こ
と
を
決
め

た
た
め
、
十
三
才
だ
っ
た
氏う
じ

郷さ
と

が
信
長
の
住
む
岐ぎ

阜ふ

城じ
ょ
う

に
人ひ

と

質じ
ち

と
し
て
送
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
、
岐
阜
城
に
は
他
に
も
氏

郷
と
同
じ
よ
う
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
、※

小こ
し
ょ
う姓

と

し
て
信
長
の
近
く
で
仕つ
か

え
て
い
ま
し
た
。
か
れ
ら
は
、
将
し
ょ
う
ら
い来

、

織
田
家
に
仕
え
る
す
ぐ
れ
た
武ぶ
し
ょ
う将

に
な
る
よ
う
、
※

武ぶ

芸げ
い

や※

兵へ
い

法ほ
う

、※

文ぶ
ん

芸げ
い

な
ど
の
は
ば
広
い
教
育
を
受
け
ま
し
た
。

　

氏
郷
は
、
た
く
さ
ん
い
た
小
姓
の
中
で
も
特
に
武
将
と
し
て
の
才さ
い

能の
う

に
あ
ふ
れ
て
お
り
、
信
長

は
一
目
で
そ
の
た
だ
な
ら
ぬ
才
能
を
見
ぬ
い
た
そ
う
で
す
。
小
姓
た
ち
の
教
育
係
で
あ
っ
た
稲い
な

葉ば

一い
っ

鉄て
つ

も
信
長
に
、「
蒲が
も

生う

の
息む
す

子こ

は
、
将
し
ょ
う
ら
い来

、
す
ぐ
れ
た
武
将
に
な
る
で
し
ょ
う
。」
と
伝
え
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

翌よ
く

年と
し

の
五
月
、
信
長
は
十
四
才
の
氏
郷
を※

元げ
ん

服ぷ
く

さ
せ
、
自
ら
が※

烏え

帽ぼ

子し

親お
や

と
な
り
、
忠
ち
ゅ
う

三ざ
ぶ

郎ろ
う
※

賦ま
す

秀ひ
で

と
名
乗
ら
せ
ま
し
た
。
忠
三
郎
の
「
忠
」
の
字
は
、
信
長
の※

官か
ん

職し
ょ
く
め
い
名
で
あ
っ
た
「
弾だ
ん

正じ
ょ
う
の
ち
ゅ
う
忠
」
か
ら
一
字
を
あ
た
え
た
も
の
で
し
た
。

織 田 信 長 画 像 （神
こう

戸
べ

市 立 博 物 館 所
しょ

蔵
ぞう

）
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本
城

領
土
を
支
配
し
て
い
る
武
将
が
、

本ほ
ん
き
ょ
ち

拠
地
と
し
て
い
る
城し
ろ

。

霧
山
城

い
ま
の
津
市
美
杉
町
に
あ
っ
た
城
。

本
陣

大た
い
し
ょ
う将
が
い
て
、
戦
の
命
令
を
出

す
と
こ
ろ
。

茶
筅
丸

後
の
織
田
信の
ぶ

雄か
つ

。
一
五
八
〇
年
に

松ま
つ
が
し
ま

ヶ
島
城
を
築
い
た
。

和
議

仲
直
り
の
相
談
。

出
陣

戦
に
参
加
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

２　

大お 

河か
わ 

内ち

城
じ
ょ
う

の
戦

た
た
か

い

　

そ
の
年
の
八
月
、
信
長
は
伊い
せ
の
く
に

勢
国
を
支
配
し
て
い
た
北
き
た
ば
た
け畠

具と
も

教の
り

・
具と
も

房ふ
さ

の
親
子
と
戦
い
ま
し
た
。
具
教
・
具
房
は
、
織

田
軍
と
の
決け
っ

戦せ
ん

を
前
に
し
て
、
※

本ほ
ん

城じ
ょ
うで
あ
る
※

霧き
り

山や
ま

城
か
ら

遠
く
は
な
れ
た
大
河
内
城
に
一
万
人
あ
ま
り
の
兵
を
集
め
、
こ
の
城し
ろ

に
立
て
こ
も
る
作さ
く

戦せ
ん

を
と
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
五
万
人
と
も
七
万
人
と
も
い
わ
れ
る
織
田
軍
は
、
阪さ
か

内な
い

川
を
へ
だ

て
た
桂
か
つ
ら

瀬せ

側
に※

本ほ
ん

陣じ
ん

を
か
ま
え
ま
し
た
。
桂
瀬
町
の
茶ち
ゃ

臼う
す

山や
ま

に
連つ
ら

な
る
尾お

根ね

の
一
角
に
「
信
長

の
腰こ
し

掛か

け
石
」
と
い
わ
れ
る
大
き
な
石
が
あ
り
、
信
長
が
こ
の
石
に
す
わ
っ
て
、
大
河
内
城
を
に

ら
み
つ
け
た
と
い
う
伝で
ん

説せ
つ

が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

両
軍
は
い
く
度
も
は
げ
し
い
戦
い
を
く
り
返
す
も
の
の
、
な
か
な
か
決
着
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
し
て
、
五
十
日
以
上
に
も
お
よ
ぶ
戦
い
く
さ

の
す
え
、
信
長
の
次
男
で
あ
る
※

茶ち
ゃ

筅せ
ん

丸ま
る

が
北
畠
具

房
の
養よ
う

子し

に
な
る
こ
と
で
※
和わ

議ぎ

が
成
立
し
、
大
河
内
城
は
開か

い

城じ
ょ
う

さ
れ
ま
し
た
。

　

氏
郷
も
、
信
長
の
す
す
め
で
父
賢
秀
と
と
も
に
こ
の
戦
に※

出し
ゅ
つ
じ
ん
陣
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
氏
郷
に

と
っ
て
初
め
て
の
戦
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、氏
郷
は
家か

臣し
ん

た
ち
が
止
め
る
の
も
聞
か
ず
に
、

大 河 内 城 跡
あと

（松 阪 市 大 河 内 町）
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  明
智
光
秀

織
田
信
長
に
従
っ
た
武
将
で
あ
っ

た
が
、
本
能
寺
に
い
た
信
長
を
せ

め
、
討
ち
取
っ
た
。
そ
の
後
、
秀

吉
に
よ
っ
て
討
た
れ
た
。

安
土
城

滋
賀
県
近お
う
み
は
ち
ま
ん

江
八
幡
市し

に
あ
っ
た
信

長
が
築
い
た
城
。

た
っ
た
一
人
で
敵て
き

陣じ
ん

の
真
っ
た
だ
中
に
き
り
こ
み
、
敵
を

討う

ち
取
っ
て
帰
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
わ
ず
か
十
四

才
の
少
年
の
手
が
ら
を
聞
い
て
、
信の
ぶ

長な
が

は
や
は
り
自
分
の

目
に
ま
ち
が
い
は
な
か
っ
た
と
大
変
喜
ん
だ
そ
う
で
す
。

　

大お
か
わ
ち

河
内
城じ
ょ
うの

戦
た
た
か

い
の
手
が
ら
を
み
と
め
た
信
長
は
、
そ

の
直
後
、
氏う
じ

郷さ
と

を
自
分
の
娘
む
す
め

で
あ
る
冬ふ
ゆ

姫ひ
め

と
結け
っ

婚こ
ん

さ
せ
ま

し
た
。
織お

田だ

一
族
と
な
っ
た
氏
郷
は
、
人ひ
と

質じ
ち

生
活
を
と
か
れ

て
冬
姫
と
と
も
に
日
野
へ
帰
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
ま
し
た
。

中な
か

野の

城
に
帰
っ
た
氏
郷
は
、
そ
の
後
も
父
賢か
た

秀ひ
で

と
と
も
に

い
く
つ
も
の
戦
い
く
さ

に
出
し
ゅ
つ
じ
ん陣
し
て
、
活
や
く
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

３　

松ま
つ 

ヶが 

島し
ま  

城
じ
ょ
う  

へ

　

一
五
八
二
年
、
信
長
が
京
都
の
本ほ
ん

能の
う

寺じ

で
※

明あ
け

智ち

光み
つ

秀ひ
で

に
討
た
れ
た
と
き
に
は
、
氏
郷
は
す
ぐ

さ
ま
信
長
の
家
族
を※

安あ

土づ
ち

城
か
ら
中
野
城
に
む
か
え
入
れ
、
光
秀
か
ら
か
く
ま
い
ま
し
た
。
そ

氏郷初
うい

陣
じん

の甲
かっちゅう

冑（滋
し

賀
が

県日野町信
しん

楽
ぎょう

院
いん

所
しょ

蔵
ぞう

）
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の
功こ
う

績せ
き

を
秀ひ
で

吉よ
し

ら
に
み
と
め
ら
れ

た
氏
郷
は
、
領り
ょ
う
ち地
を
増ふ

や
さ
れ
、

秀
吉
に
従
し
た
が
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

こ
の
二
年
後
の
一
五
八
四
年
、

数か
ず

々か
ず

の
戦
で
の
功
績
を
秀
吉
に
み

と
め
ら
れ
た
氏
郷
は
、
そ
の
ほ
う

び
と
し
て
、
今
の
松
阪
を
ふ
く
む
地ち

域い
き

で
十
二
万
三
千
※

石ご
く

と
い
う
領
地
を
あ
た
え
ら
れ
、
松
ヶ

島
城
の
城
主
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
野
の
領
地
の
実
に
二
倍
に
あ
た
る
広
さ
に
な
り
ま
す
。

　

同
じ
年
の
九
月
十
五
日
、
松
ヶ
島
城
の
北
西
に
あ
る
戸へ

木き

城
（
津つ

市し

）

の
木こ
つ
く
り造
軍
と
戦
っ
て
い
た
氏
郷
は
、
敵
軍
か
ら
の
「
※
月
見
の
宴え
ん

を
す
る

の
で
今
夜
は
休
き
ゅ
う
せ
ん戦

を
願
い
た
い
」
と
い
う
申
し
出
を
受
け
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
氏
郷
も
松
ヶ
島
城
で
月
見
の
宴
を
開
い
て
い
る
と
、
と
つ
ぜ
ん
、
木

造
軍
が
せ
め
こ
ん
で
き
た
の
で
す
。
不ふ

意い

を
つ
か
れ
た
氏
郷
で
し
た
が
、

愛あ
い

用よ
う

の
銀
の※

鯰
な
ま
ず

尾お

の
兜
か
ぶ
と
を
か
ぶ
っ
て
、
勇ゆ
う

敢か
ん

に
先
頭
を
き
っ
て
斬き

り
こ

石こ
く米

な
ど
の
量
を
表
し
た
単
位
。
一

石
の
米
は
、
お
よ
そ
一
五
〇
キ
ロ

グ
ラ
ム
。

月
見
の
宴

月
を
見
な
が
ら
、酒
を
の
ん
だ
り
、

料
理
を
食
べ
た
り
し
て
楽
し
む

こ
と
。

鯰
尾
の
兜

鯰
の
顔
を
か
た
ど
っ
た
兜
。復

ふく

元
げん

された鯰尾の兜
（松阪市所蔵）

豊
とよ

臣
とみ

秀吉画像
（大阪市・豊

ほう

國
こく

神社所蔵　大阪城天
てん

守
しゅ

閣
かく

寄
き

託
たく

）
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ん
で
い
き
ま
し
た
。木こ
つ
く
り造
軍
が
鉄て
っ

砲ぽ
う

で
う
ち
か
け
て
も
、

氏う
じ

郷さ
と

は
ひ
る
む
こ
と
な
く
、
木
造
軍
の
兵
を
討う

ち
取
っ

て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
戦
い
の
後
、
城し
ろ

に
帰
っ
て
き
た

氏
郷
の
兜
か
ぶ
と
に
は
、
三
発
の
鉄
砲
弾だ
ま

が
当
た
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
や
が
て
、木
造
軍
と
の
戦
い
く
さ

が
終
わ
り
、

よ
う
や
く
松ま
つ

ヶが

島し
ま

城
じ
ょ
う

周
し
ゅ
う

辺へ
ん

は
、
落
ち
着
き
を
取
り
も

ど
し
ま
し
た
。

　

松
ヶ
島
城
は
五
層そ
う

の
※

天て
ん

守し
ゅ

を
持
っ
た
城
で
、
北
に

広
が
る
海
を
利
用
し
た
※

平ひ
ら

城じ
ろ

で
し
た
。
城じ
ょ
う
か
ま
ち

下
町
に
は

※
伊い

勢せ

街か
い

道ど
う

が
通
っ
て
い
て
、
軍ぐ
ん

事じ

・
交
通
・
経け
い

済ざ
い

の

要よ
う

所し
ょ

で
し
た
が
、
城
の
面
積
が
せ
ま
く
、
海
が
遠と
お

浅あ
さ

で
あ
っ
た
た
め
に
大
き
な
船
の
出
入
り
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
一
五
八
五
年
に
、
こ
の
辺
り
で
大
き
な
地
し
ん
が
あ
り
、
城
や
城
下

町
は
大
き
な
被ひ

害が
い

を
受
け
ま
し
た
。
そ
こ
で
氏
郷
は
、
新
た
な
城
と
城
下
町
の
建け
ん

設せ
つ

を
計
画
し
、

松
ヶ
島
城
の
南
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
小こ

高だ
か

い
丘お
か

で
あ
る
四よ
い
ほ
の
も
り

五
百
森
を
選
ん
で
、
築ち
く
じ
ょ
う城
を
進
め

て
い
き
ま
し
た
。

天
守

城
の
中
央
に
一
段
高
く
つ
く
っ
た

や
ぐ
ら
。

平
城

平
ら
な
土
地
に
築
い
た
城
。

伊
勢
街
道

四
日
市
の
日ひ
な
が永

か
ら
伊
勢
神
宮
ま

で
続
く
道
。

松ヶ島城跡
あと

（松阪市松ヶ島町）



7

資
材

何
か
を
つ
く
る
た
め
の
材
料
。

古
墳
時
代

古
墳
と
呼
ば
れ
る
墓
が
さ
か
ん
に

つ
く
ら
れ
た
時
代
。
三
世せ
い
き紀

半な
か

ば

か
ら
七
世
紀
ま
で
。

石
棺

石
で
作
っ
た
か
ん
お
け
。

　
　
二
、
氏う

じ

郷さ
と

の
城

じ
ょ
う

下か

町ま
ち

づ
く
り

　
　
　
　
　

１　

松
阪
開
府
の
祖そ　

 　

蒲が
も

生う

氏
郷
は
、
新
し
い
城し
ろ

を
つ
く
る
場
所
に
選
ん
だ
「
四よ
い
ほ
の
も
り

五
百
森
」
と
い
う
丘お
か

を
、
北
と
南
の

二
つ
に
分
け
ま
し
た
。
北
側
に
は
石い
し

垣が
き

を
築
い
て
、
天て
ん

守し
ゅ

や

や
ぐ
ら
な
ど
を
建
て
、
南
側
に
は
城
の
守
り
神
と
な
る
神
社

を
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
城
の
ま
わ
り
に
は
堀ほ
り

を
つ
く

り
ま
し
た
。

　

新
し
い
城
づ
く
り
に
は
、
多
く
の
※
資
材
や
人ひ
と

手で

が
必
要

で
し
た
。
新
し
い
城
の
瓦
か
わ
ら

は
、
松ま
つ
が
し
ま
じ
ょ
う

ヶ
島
城
の
瓦
の
一
部
を
再

利
用
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
石せ
き

材ざ
い

に
は
、
阪さ

か

内な
い

川が
わ

の
河か

原わ
ら

石い
し

の
他
に
、※

古こ

墳ふ
ん

時
代
の
※

石せ
っ

棺か
ん

な
ど
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、朝ち
ょ
う
で
ん
じ

田
寺
（
松
阪
市
朝あ
さ

田だ

町ち
ょ
う
）
や
神か
ん

麻お

続み

機は
た

殿ど
の

神
社
（
松

空から見た松
まつ

坂
さか

城
じょう

跡
あと

中心部

天守台に使われた石棺のふた
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阪
市
井い

口ぐ
ち

中な
か

町ち
ょ
う
）、
丹に

生う

神
社
（
多た

気き

町
ち
ょ
う

丹に

生う

）
な
ど
か
ら
大
木
を
伐き

り
出
し
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。　
　

　

こ
う
し
た
大
工
事
に
は
、
た
く
さ
ん
の
農の
う

民み
ん

が
か
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
戦せ

ん

国ご
く

の
世よ

に
お
け
る
城し
ろ

づ
く
り
は
、
急
ぐ
必
要
が
あ
り
、
新
し
い
城
は
、
わ
ず
か
三
年
ほ
ど
で

完
成
し
ま
し
た
。

　

一
五
八
八
年
八
月
、
氏う
じ

郷さ
と

は
つ
い
に
新
し
い
城
に
入
り
、
城じ
ょ
う
か
ま
ち

下
町
を
「
松
坂
」
と
名
付
け
ま
し

た
。「
松
坂
」
の
「
松
」
の
字
は
、※

常
じ
ょ
う

緑
り
ょ
く

の
松
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
も
栄
え
る
こ
と
を
願
っ
て
用

い
た
と
も
、
出
身
地
の
日ひ

野の

に
あ
る
「※

若わ
か

松ま
つ

の
森
」か
ら
と
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
坂
」
の
字
は
、
秀ひ
で

吉よ
し

が
つ
く
っ
た
都
市
「
大
坂
」
の
一
字
を
も
ら
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
「
※
松
坂
」
と
い
う
町
が
誕た
ん
じ
ょ
う生
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
氏
郷
は
、「
松
阪
開

府
の
祖そ

」
と
呼よ

ば
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

２　

氏
郷
の
町
づ
く
り

　

氏
郷
は
、
城
づ
く
り
と
と
も
に
、
城
の
ま
わ
り
に
広
が
る
平
野
を
利
用
し
て
、
城
下
町
づ
く
り

常
緑

冬
で
も
葉
が
落
ち
ず
、
一
年
中
緑

色
で
あ
る
こ
と
。

若
松
の
森

馬う
ま

見み

岡お
か

綿わ
た

向む
き

神
社
に
あ
っ
た
松

林
。

「
松
坂
」

一
八
八
九
年
に
、「
松
阪
」
と
あ

ら
た
め
ら
れ
た
。

松阪開府之
の

碑
ひ

（松坂城跡
あと

）
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を
進
め
ま
し
た
。
城
の
す
ぐ
近
く
を
武ぶ

士し

の
住
む
町
（
殿と
の

町ま
ち

）
と
し
、
そ
の
ま
わ
り
を※

町
ち
ょ
う

人に
ん

の

住
む
町
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
は
、
神
社
や
寺
な
ど
を
置
い
て
、
敵て
き

が
攻せ

め
て
き
た

と
き
の
守
り
の※

拠き
ょ

点て
ん

と
し
ま
し
た
。
こ
の
時
に
、
松ま
つ

ヶが

島し
ま

城
じ
ょ
う

下か

か
ら
移
さ
れ
た
※
神
社
や
寺
が
、

今
で
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

氏
郷
は
、
海
の
近
く
を
通
っ
て
い
た
※

伊い

勢せ

街か
い

道ど
う

を
、
三み
わ
た
り
が
わ

渡
川
の
あ
た
り
か
ら
、
松
坂
の
城
下

町
を
通
る
よ
う
に
移
動
さ
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
伊
勢
街
道
と
平
行
に
な
る
よ
う
に
職
し
ょ
く

人に
ん

町ま
ち

通

り
と
魚う
お

町ま
ち

通
り
を
整
備
し
ま
し
た
。
こ
の
他
に
も
、
松
坂
城
正
面
の
大お
お

手て

通
り
や
、
日ひ

野の

町ま
ち

を
起

点
と
し
た
新し
ん

町ま
ち

通
り
（
の
ち
の
※

和わ

歌か

山や
ま

街か
い

道ど
う

）
を
整
備
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
大
き

な
道
を
「
小し
ょ
う
じ路
」
と
呼
ば
れ
る
は
ば
の
せ
ま
い
道
で
つ
な
ぎ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
道
ぞ
い
の
家い
え

々い
え

は
、
敵
か
ら
攻
め
ら
れ
に
く
く
す
る
た
め

に
、
ノ
コ
ギ
リ
の
歯
の
よ
う
に
建
て
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
氏
郷
は
、
住
民
の
生
活
を
考
え
た
「
※
背せ

割わ
り

排は
い

水す
い

」
と
い
う

町
人

商
人
や
職
人
。

拠
点

活
動
を
す
す
め
る
た
め
の
足
場
と

な
る
地
点
。

神
社
や
寺

御み
く
り
や厨

神
社
、
正し
ょ
う
え
ん
じ

円
寺
、
養よ
う

泉せ
ん

寺じ

、

常じ
ょ
う
ね
ん
じ

念
寺
、
龍り
ゅ
う
げ
じ

華
寺
、
清せ
い
こ
う
じ

光
寺
、
弥み

勒ろ
く

院い
ん

、
来ら
い

迎ご
う

寺じ

、
樹じ
ゅ
き
ょ
う
じ

敬
寺
な
ど
。

伊
勢
街
道

四
日
市
の
日ひ
な
が永

か
ら
伊
勢
神
宮
ま

で
続
く
道
。

和
歌
山
街
道

和
歌
山
と
松
阪
を
む
す
ん
だ
道
。

背
割
排
水

背
割
下げ

水す
い

と
も
い
う
。

ノコギリの歯のような家
いえ

並
な

み（本
ほん

町
まち

矢
やおろし

下小路）

※
襞
は
は
か
ま
の
折お

り
目め

、
襠
は
は
か
ま
の
股ま

た

の
部
分
の
布
の
こ
と
。
江
戸
時
代
に
、「
松
坂
の
町
は
い
つ
来
て
も
、

　

ひ
だ
の
よ
う
に
ギ
ザ
ギ
ザ
で
家
並
み
が
悪
い
な
あ
。」
と
冗

じ
ょ
う
だ
ん

談
ま
じ
り
に
詠う

た

わ
れ
た
も
の
。

「
伊
勢
の
松
坂
い
つ
着（
来
）て
み
て
も
、 
襞ひ

だ（
飛ひ

だ
の
か
み

騨
守
＝
氏
郷
）の
と
り
よ
で
襠ま

ち（
町
）悪
し
」
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十
楽

も
と
も
と
は
、
極ご
く
ら
く楽

で
味
わ
え

る
十じ
っ

種し
ゅ

の
喜
び
と
い
う
意
味
の

仏ぶ
っ
き
ょ
う
よ
う
ご

教
用
語
。

税
金

油
だ
け
は
例
外
。

下げ

水す
い

路ろ

を
整
備
し
、
町
の
境
さ
か
い
と
し
ま
し
た
。
背せ

割わ
り

排は
い

水す
い

は
、
今
も
町
の
人
び
と
の
く
ら

し
を
支
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
城
じ
ょ
う

下か

町ま
ち

は
、
江え

戸ど

時
代
に
は
東
西
が
約や

く

二
・
五
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、
南
北
が
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
に
な
り
ま
し
た
。
松
阪
の
町
は
、
氏う
じ

郷さ
と

が
松
坂
城
を
築
い
て
か
ら
四
百
年
以
上
た
っ
た
今
で
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
当
時

の
様
子
を
伝
え
る
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

３　

商
人
の
町
へ

　

岐ぎ

阜ふ

や
安あ

土づ
ち

で
織お

田だ

信の
ぶ

長な
が

の
町
づ
く
り
を
見
た
氏
郷
は
、
松

阪
で
も
商
業
を
盛さ
か

ん
に
す
る
た
め
の
取
り
組
み
を
お
こ
な
い
ま

し
た
。
松
坂
城
に
入
っ
て
三
か
月
後
、
氏
郷
は
町
の
決
ま
り
と

な
る
「
町ま
ち

中な
か

掟お
き
て
」
を
定
め
、
そ
の
中
で
「※

十
じ
ゅ
う

楽ら
く

」
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
、
日ひ

野の

や
松ま
つ

ヶが

島し
ま

で
お
こ
な
っ
て
き
た
楽ら
く

市い
ち

楽ら
く

座ざ

を
さ
ら
に
進
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
楽
市
楽
座
と
は
、
※

税
金

背割排水（殿
との

町
まち

と魚
うお

町
まち

の境）

旧
きゅう

小
お

津
づ

清
せい

左
ざ

衛
え

門
もん

家
け

（本
ほん

町
まち

）
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を
は
ら
わ
ず
に
、
だ
れ
で
も
自
由
に
商
売
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
制
度
で
す
。

　

こ
の
他
に
も
、
け
ん
か
や
※

口こ
う

論ろ
ん

を
禁き
ん

止し

し
た
り
、
町
中
で
刀
を
抜ぬ

く
こ
と
を
禁
止

し
た
り
す
る
な
ど
の
決
ま
り
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
決
ま
り
は
、町
人
を
保
護
し
よ

う
と
し
た
氏
郷
の
考
え
が
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、当
時
と
し
て
は
※

画か
っ

期き

的て
き

な
も
の
で
し
た
。

　

さ
ら
に
氏
郷
は
、
松
ヶ
島
に
住
ん
で
い
た
町
人
を
町
ご
と
移
動
さ
せ
、
本
町
、
中な
か

町ま
ち

、
魚
町
な

ど
に
住
ま
わ
せ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
町
の
名
前
は
、
い
ま
で
も
松
阪

の
町
に
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
城
下
町
の
商
工
業
を
発は
っ

展て
ん

さ
せ
る

た
め
に
、
日
野
や
伊い

勢せ

大お
お

湊
み
な
と

（
伊
勢
市
）
か
ら
有
力
な
商
人
を
招ま
ね

き
ま
し
た
。
氏
郷
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
日
野
か
ら
移
っ
て
き
た
商

人
が
日ひ

野の

町ま
ち

を
つ
く
り
、
伊
勢
大
湊
か
ら
移
っ
て
き
た
商
人
が
湊
み
な
と

町ま
ち

を
つ
く
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
氏
郷
の
町
づ
く
り
に
よ
り
、
松
阪
に
は
た
く
さ
ん
の

人
々
が
集
ま
り
、
江え

戸ど

時
代
に
は
、
三み

つ

井い

家
、
長は

谷せ

川が
わ

家
、
小お

津づ

家

な
ど
、
多
く
の
※

豪ご
う

商
し
ょ
う

が
活
や
く
し
ま
し
た
。
氏
郷
は
、
後の
ち

に
「
商

人
の
ま
ち
」
と
呼
ば
れ
る
松
阪
の※

礎
い
し
ず
え

を
築
い
た
の
で
す
。

口
論

口
で
言
い
争
う
こ
と
。

画
期
的

新
し
い
時
代
を
ひ
ら
く
よ
う
す
。

豪
商

多
く
の
富と
み

を
持
っ
た
商
人
。

礎基き

そ礎
、
土
台
。

 旧
きゅう

長
は

谷
せ

川
がわ

治
じ

郎
ろ

兵
べ

衛
え

家
け

（魚
うお

町
まち

） 三 井 家 発
はっ

祥
しょう

 地（本町）

町名が書かれた地名標
ひょう

柱
ちゅう

（湊町）
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三
、九
十
二
万
石ご

く

の
大

だ
い
み
ょ
う名

　
　
　
　
　

１　

会あ
い

津づ

時
代
の
氏う

じ

郷さ
と

　　

松ま
つ

坂さ
か

城
じ
ょ
う

を
築
き
、
城じ
ょ
う
か
ま
ち

下
町
が
よ
う
や
く
栄
え
始
め
た
と
き
に
、
蒲が
も

生う

氏
郷
は
松
阪
を
は
な
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
五
九
〇
年
、
天て
ん

下か

統と
う

一い
つ

を
め
ざ
す
※

豊と
よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

は
、※

奥お
う
う羽
を
お
さ
め
る
た
め
、
氏
郷
に
※
会
津

へ
行
く
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。
会
津
は
、
秀
吉
に
従
し
た
が

う
こ
と
を
最
後
ま
で
た
め
ら
っ
た
※

伊だ

達て

政ま
さ

宗む
ね

が
い
た
地
で
し
た
。
秀
吉
は
、
奥
羽
全
体
を
お
さ

め
る
た
め
の
中
心
と
な
る
会
津
の
地
を
、
氏
郷
に
ま

か
せ
た
の
で
す
。

　

氏
郷
の※

石こ
く

高だ
か

は
、
十
二
万
三
千
石
か
ら
四
十
二
万

石
に
大
き
く
増ふ

え
ま
し
た
。
し
か
し
、
松
阪
を
は
な

れ
る
こ
と
は
、氏
郷
に
と
っ
て
つ
ら
い
こ
と
で
し
た
。

豊
臣
秀
吉

尾お
わ
り
の
く
に

張
国
（
愛
知
県
名
古
屋
市
）
に

生
ま
れ
た
戦せ
ん
ご
く
ぶ
し
ょ
う

国
武
将
。

奥
羽

今
の
東
北
地
方
。

会
津

今
の
福
島
県
会あ
い

津づ

若わ
か

松ま
つ

市
一
帯
。

伊
達
政
宗

出で
わ
の
く
に

羽
国
米よ
ね

沢ざ
わ

（
山
形
県
米
沢
市
）

で
生
ま
れ
た
戦
国
武
将
。

石
高

そ
の
土
地
で
と
れ
る
米
の
重
さ
を

表
し
た
も
の
。
一
石
は
お
よ
そ

一
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
。
一
万
石
以

上
の
石
高
を
持
つ
も
の
を「
大
名
」

と
い
っ
た
。

地図　氏郷ゆかりの地
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氏
郷
が
涙
な
み
だ

を
流
し
て
い
る
の
を
見
た
人
が「
そ
れ
は
感か
ん

激げ
き

の
涙
か
。」

と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
氏
郷
は
「
小
さ
い
国
で
も
、都
（
京
都
）が
近

け
れ
ば
将
し
ょ
う

来ら
い

の
の
ぞ
み
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
都
か
ら
遠
い
地

で
は
の
ぞ
み
は
か
な
わ
な
い
。」
と
語
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
氏
郷
は
、
会
津
と
い
う
新
た
な
地
で
、
自
分
の
力
を
発は
っ

揮き

し
て
い
き
ま
し
た
。
奥
羽
は
、
秀
吉
に
不
満
を
持
つ
大
名
が
反は
ん

乱ら
ん

を
起
こ
す
な
ど
、
ま
だ
不
安
定
な
状
じ
ょ
う

況
き
ょ
う

で
し
た
。
し
か
し
、
氏
郷
は
わ
ず
か
一
年
あ
ま
り
で
奥

羽
全
体
を
平へ
い
て
い定
し
、
七
十
三
万
四
千
石
の
石
高
に
な
り
ま
し
た
。　

　

氏
郷
の
軍
は
、
と
て
も
強
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
氏
郷
は
、※

家か

臣し
ん

た
ち
に
軍
の
決
ま
り

を
き
び
し
く
守
ら
せ
ま
し
た
。
氏
郷
の
軍
の
様
子
を
見

た
人
は
、「
氏
郷
の
軍
の
中
に
は
、
決
ま
り
を
や
ぶ
る

者
は
一
人
も
い
な
い
。
氏
郷
は
た
だ
も
の
で
は
な
い
。」

と
言
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
氏
郷
は
家
臣
に
対
し
て
や
さ
し
い
面

も
持
ち
あ
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
氏
郷
は
、
知
人
に
あ
て

家
臣

そ
の
家
に
仕つ
か

え
る
人
。

伊 達 政 宗 画 像 （ 仙
せん

台
だい

市 博 物 館 所
しょ

蔵
ぞう

）

氏郷木
もく

像
ぞう

（会津若松市興
こう

徳
とく

寺
じ

所蔵）
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た
手
紙
の
中
で
、
家か

臣し
ん

を
ま
と
め
る
た
め
に
大
切
な
こ

と
に
つ
い
て
、「
家
臣
に
は
、
※

知ち

行
ぎ
ょ
う

を
あ
た
え
る
だ
け

で
な
く
、※

情な
さ

け
を
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
知
行
と
情
け

は
ど
ち
ら
も
大
切
で
あ
る
。」
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
氏う
じ

郷さ
と

だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
家
臣
を
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
後
、
氏
郷
は

会あ
い

津づ

で
、
城し
ろ

の
大
※改
修
と
城
じ
ょ
う

下か

町ま
ち

づ
く
り
に
力
を
そ
そ
ぎ
ま

し
た
。
氏
郷
は
、
当
時
会
津
に
あ
っ
た
黒く
ろ

川か
わ

城
じ
ょ
う

を
改
修
し
、

城
下
町
を
「
若わ
か

松ま
つ

」
と
名
付
け
ま
し
た
。
若
松
城
は
、「
鶴つ
る

ヶが

城じ
ょ
う

」
と
も
呼よ

ば
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
氏
郷
の
※

幼よ
う

名み
ょ
う

「
鶴つ
る

千ち

代よ

」
に
ち
な
む
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
氏
郷
は
城
下
町

の
整
備
と
と
も
に
、
松
阪
や
日
野
か
ら
商
人
を
呼
び
よ
せ
て
※
産

業
を
さ
か
ん
に
し
、
会
津
の
発は
っ

展て
ん

の
基き

礎そ

を
築
き
ま
し
た
。

　

城
づ
く
り
、
町
づ
く
り
の
名
人
で
あ
っ
た
氏
郷
は
、
会
津
で

知
行

手て

柄が
ら

を
た
て
た
武
士
に
、
ほ
う
び

と
し
て
与
え
る
土
地
。

情
け

思
い
や
り
、
愛
情
。

改
修

よ
く
す
る
た
め
に
な
お
す
こ
と
。

幼
名

幼お
さ
な

い
頃こ
ろ

の
名
前
。

産
業

生
活
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

を
生
み
出
す
仕
事
。

氏 郷 当 時 の 若 松 城（想定図）

現 在 の 若 松 城 の 天
てん

守
しゅ

と 石
いし

垣
がき
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も
後の
ち

の
世よ

に
残
る
大
き
な
仕
事
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
若
松
城
の
※

天
守
は
新
し
く
建
て
ら
れ
ま

し
た
が
、
氏
郷
の
時
代
に
築
か
れ
た
石
垣
は
、
今
も
そ
の
姿
す
が
た

を
残
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

２　

晩ば
ん

年ね
ん

の
氏
郷

　

一
五
九
二
年
、
豊と
よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

が※

朝
ち
ょ
う

鮮せ
ん

に
兵
を
送
る
の
に
と
も

な
い
、
氏
郷
は
九
州
に
出
か
け
、※

名な

護ご

屋や

城
じ
ょ
う

の
近
く
に※

陣じ
ん

を

か
ま
え
て
い
ま
し
た
。
氏
郷
は
、そ
の
と
き
に
病
気
に
か
か
り
、

い
っ
た
ん
会
津
に
も
ど
っ
た
あ
と
、
京
都
に
あ
る
屋や

敷し
き

で
病
気

を
治な
お

す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
秀
吉
が
見み

舞ま

い
に
来
た
り
、
有
名

な
医
者
が
治ち

療り
ょ
うし
た
り
し
ま
し
た
が
、
病
気
は
よ
く
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
こ
ろ
、
氏
郷
は
九
十
二
万
石ご
く

の
大だ
い

名
み
ょ
う

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
九
十
二
万
石
と
い
う
の
は
、

秀
吉
を
の
ぞ
け
ば
、※

徳と
く

川が
わ

家い
え

康や
す

、※

毛も
う

利り

輝て
る

元も
と

に
次つ

い
で
、
全
国
で
三
番
目
に
多
い
石こ

く

高だ
か

で
し
た
。

会
津
で
も
、
立り
っ

派ぱ

な
城
と
城
下
町
を
築
い
た
氏
郷
で
し
た
が
、
新
し
い
城
で
、
自
ら
政
治
を
お
こ

な
う
こ
と
は
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
一
五
九
五
年
二
月
七
日
、
氏
郷
は
、
家
族
や

天
守

城
の
中
央
に
、
一い
ち
だ
ん段

高
く
つ
く
っ

た
や
ぐ
ら
。

朝
鮮

い
ま
の
大だ
い
か
ん
み
ん
こ
く

韓
民
国
と
朝ち
ょ
う
せ
ん鮮

民み
ん
し
ゅ主

主し
ゅ

義ぎ

人じ
ん

民み
ん

共き
ょ
う

和わ

国こ
く

が
あ
る
と
こ
ろ
。

名
護
屋
城

佐さ

が賀
県け
ん

唐か
ら

津つ

市
に
あ
っ
た
城
。

陣戦い
く
さ

の
た
め
に
、
軍ぐ
ん
た
い隊

を
集
め
た

場
所
。

徳
川
家
康

三み
か
わ
の
く
に

河
国
岡お
か
ざ
き崎
（
愛あ
い
ち
け
ん

知
県
岡
崎
市
）

に
生
ま
れ
た
戦せ
ん
ご
く国
武ぶ
し
ょ
う将
。

毛
利
輝
元

安あ
き
の
く
に

芸
国
吉よ
し
だ
こ
お
り
や
ま

田
郡
山
（
広
島
県
安あ

き芸

高た
か

田た

市
）に
生
ま
れ
た
戦
国
武
将
。

地 図 　 名 護 屋 城 の 位 置
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家か

臣し
ん

に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
四
十
才
と
い
う
若わ
か

さ
で
亡な

く
な
り
ま
し
た
。

　

氏う
じ
さ
と郷

は
、
こ
の
よ
う
な
※

辞じ

世せ
い

の
和
歌
を
詠よ

ん
で
い
ま
す
。
氏
郷
の
お
墓
は
、
亡
く
な
っ
た
京

都
の
他
に
も
、
日
野
、
松
阪
、
会
津
に
あ
り
ま
す
。
亡
く
な
っ
て
か
ら
四
百
年
以
上
た
っ

た
今
で
も
、「
氏
郷
ま
つ
り
」
な
ど
の
行
事
が
お

こ
な
わ
れ
、
た
く
さ
ん
の
人
が
氏
郷
を
※
し
の
ん

で
い
ま
す
。
ま
た
、
日
野
、
松
阪
、
会
津
に
は
、

「
蒲が
も
う生※

氏う
じ

郷さ
と

公こ
う

顕け
ん

彰
し
ょ
う

会か
い

」
が
あ
り
、
氏
郷
の
功こ
う

績せ
き

を
※
顕
彰
し
、
お
互た
が

い
に
交
流
を
深
め
て
い
ま
す
。

氏 郷 の 墓（京都市黄
おう

梅
ばい

院
いん

）

松 阪 市 の 氏 郷 ま つ り

※
花
の
命
に
は
限
り
が
あ
り
、
風
な
ど
吹
か
な
く
て
も
、
い
つ
か
は
散
る
と
い
う
の
に
、

　

い
そ
い
で
散
ら
そ
う
と
す
る
春
の
山
風
の
つ
れ
な
い
こ
と
だ
。

「
限
り
あ
れ
ば　

吹ふ

か
ね
ど
花
は　

散ち

る
も
の
を　

心
み
じ
か
き　

春
の
山
風
」

辞
世
の
和
歌

こ
の
世
を
去
る
と
き
に
よ
む
和
歌
。

し
の
ぶ

む
か
し
の
人
を
思
い
出
し
、
な
つ

か
し
む
こ
と
。

氏
郷
公

「
公
」
は
敬け
い
し
ょ
う称

。

顕
彰

功
績
な
ど
を
広
く
知
ら
せ
る
こ
と
。
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四
、
文
化
を
愛
し
た
氏う

じ

郷さ
と

　　
　
　
　

１　

氏
郷
と
茶ち

ゃ

の
湯ゆ

　

蒲が
も

生う

氏
郷
は
、
勇
ま
し
く
戦
う
武ぶ
し
ょ
う将
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
文

化
を
愛
し
た
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が「※
茶
の
湯
」
で
す
。

当
時
の
武
将
に
と
っ
て
、
茶
の
湯
は
重
要
な
※た
し
な
み
の
一
つ
で
し
た
。

　

茶
の
湯
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
が
使
わ
れ
ま
す
が
、
氏
郷
は
、

「
竹た
け
※

茶ち
ゃ
し
ゃ
く杓
」
や
「
竹た
け
※花は
な

入い
れ

」
な
ど
の
道
具
を
自
分
で
作
り
ま
し
た
。

今
に
伝
わ
る
こ
れ
ら
の
道
具
か
ら
は
、
武
将
と
し
て
の
力
強
さ
が
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
他
に
も
、「
蒲
生
氏
郷
茶ち
ゃ

日に
っ

記き

」
と
い
う
、
氏
郷
が
書
い
た

茶
の
注
文
書
が
松
阪
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

氏
郷
は
、ど
の
よ
う
に
し
て
茶
の
湯
と
出
会
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

茶
の
湯

客
を
ま
ね
き
、
抹ま
っ
ち
ゃ茶

を
た
て
て
楽

し
む
こ
と
。

た
し
な
み

芸げ
い
ご
と事
な
ど
の
心こ
こ
ろ
え得
。

茶
杓

抹ま
っ
ち
ゃ茶

を
す
く
っ
て
茶
わ
ん
に
入
れ

る
た
め
の
さ
じ
。

花
入

茶
の
湯
の
と
き
に
、
花
を
入
れ
て

か
ざ
る
た
め
の
も
の
。

氏郷作の竹茶杓
（東京国

こく

立
りつ

博物館所蔵）

氏郷作の竹花入
（東京・根

ね

津
づ

美術館所蔵）

「蒲生氏郷茶日記」（松阪市所
しょ

蔵
ぞう

）
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２　

氏う
じ

郷さ
と

と
千せ

ん
の
り
き
ゅ
う

利
休

　

十
三
才
の
と
き
に
、※

織お

田だ

信の
ぶ

長な
が

の
人ひ

と

質じ
ち

と
な
っ
た
氏
郷
は
、
武ぶ

芸げ
い

だ
け
で
な
く
茶
の
湯
や
和
歌

な
ど
、
は
ば
広
い
教
育
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
、
当
時
天
下
一
の
※

茶ち
ゃ

人じ
ん

と
な
る
※
千
利
休

と
も
深
く
か
か
わ
り
ま
し
た
。

　

氏
郷
と
利
休
の
出
会
い
は
、
利
休
が
信
長
の
※

茶さ

頭ど
う

と
な
っ
た
一
五
七
五
年
ご
ろ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
と
き
、
利
休
は
五
十
四
才
、
氏
郷
は
二
十
才
で
し
た
。
年ね
ん

齢れ
い

は
は
な
れ
て
い
ま
し

た
が
、
二
人
は
い
っ
し
ょ
に
※
茶
会
を
開
い
た
り
、
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

利
休
か
ら
氏
郷
へ
送
ら
れ
た
手
紙
で
は
、
茶
の
湯
に
つ
い
て
の
こ
と
や
、
松
坂
城
じ
ょ
う

が
完
成
し
た

こ
と
へ
の
お
祝
い
の
言
葉
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

利
休
が
氏
郷
の
こ
と
を
、「
※
飛ひ

も
じ
」
と
あ
だ
名
で
呼よ

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
、
二
人
が
親
し
い
仲
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

利
休
に
は
、
た
く
さ
ん
の
弟で

子し

が
い
ま
し
た
が
、

弟
子
の
中
で
も
と
く
に
有
名
な
弟
子
た
ち
の
こ
と
を

織
田
信
長

尾お
わ
り
の
く
に

張
国
（
愛あ
い
ち
け
ん

知
県
名
古
屋
市
）
に

生
ま
れ
た
戦せ
ん
ご
く国

武ぶ
し
ょ
う将

。

茶
人

茶
の
湯
を
好こ
の

む
人
。

千
利
休

大
坂
の
堺さ
か
い

で
商
人
の
家
に
生
ま

れ
る
。
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
に

仕つ
か

え
、極
限
ま
で
む
だ
を
省は
ぶ

く「
わ

び
茶
」
の
完
成
に
努
め
た
。

茶
頭

将し
ょ
う
ぐ
ん軍

や
大だ
い
み
ょ
う名

に
仕
え
、
茶
の
湯

に
つ
い
て
の
こ
と
を
担た
ん
と
う当

す
る
責

任
者
。

茶
会

茶
の
湯
の
会
。

飛
も
じ

氏
郷
が
飛ひ
だ
の
か
み

騨
守
と
い
う
官か
ん

位い

を
あ

た
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
つ
い

た
あ
だ
名
。

千利休画像（表
おもて

千
せん

家
け

不
ふ

審
しん

菴
あん

所
しょ

蔵
ぞう

）
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「
利り
き
ゅ
う休
七し
ち

哲て
つ

」
と
呼
び
ま
す
。
こ
れ
は
、
江え

戸ど

時
代
に
な
っ
て
か
ら
い
わ
れ
た
こ
と
で
す
が
、
氏

郷
は
七
人
の
中
の
一
番
目
に
挙あ

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

３　
※

千せ
ん

家け

の
大
恩
人

　

信
長
の
死
後
、※
豊と
よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

の
茶
頭
と
な
っ
て
い
た
千
利

休
は
、
秀
吉
の

怒い
か

り
に
ふ
れ
て
、

一
五
九
一
年
に
、※
切せ
っ

腹ぷ
く

を
命
じ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
当
時
、
利
休
に
は
二
人
の
息
子
が
い
ま
し
た
。

利
休
が
死
ん
だ
後
、氏
郷
は
、次
男
の
千せ
ん

少
し
ょ
う

庵あ
ん

を
※
会
津

に
預あ
ず

か
り
ま
し
た
。
若わ
か

松ま
つ

城
じ
ょ
う

に
は
、
氏
郷
が
少
庵
の

た
め
に
造
っ
た
と
い
わ
れ
る
茶ち
ゃ

室し
つ

「
麟り

ん

閣か
く

」
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
三
年
後
、
少
庵
は
秀
吉
に
ゆ
る
さ
れ
て
、

京
都
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。　
　
　

千
家

千
利
休
か
ら
始
ま
る
、
茶
の
湯
の

流り
ゅ
う
は派

の
家
。

豊
臣
秀
吉

尾お
わ
り
の
く
に

張
国
（
愛
知
県
名
古
屋
市
）
に

生
ま
れ
た
戦
国
武
将
。

切
腹

自
分
の
腹は
ら

を
切
っ
て
死
ぬ
こ
と
。

会
津

い
ま
の
福
島
県
会
津
若
松
市
一
帯
。

千少庵画像（表千家不
ふ

審
しん

菴
あん

所蔵）

茶室「麟閣」（若松城内）
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こ
の
と
き
、
少
し
ょ
う

庵あ
ん

を
ゆ
る
す
よ
う
に
、
秀ひ
で

吉よ
し

　
　
　
　
　
　
　
　

に
た
の
ん
だ
の
が
氏う
じ

郷さ
と

と
※

徳と
く

川が
わ

家い
え

康や
す

で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

氏
郷
と
家
康
が
、
少
庵
に
「
京
都
へ
も
ど
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　

う
に
」
と
伝
え
た
手
紙
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　

の
手
紙
は
「
少
庵
召め
し

出だ
し

状
じ
ょ
う

」
と
呼よ

ば
れ
、
今

　
　
　
　
　
　
　
　

で
も
千せ
ん

家け

の
※

家か

宝ほ
う

と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い

        　
　
　
　
　

ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
の
後
、
少
庵
の
孫
た
ち
が
表
お
も
て

千
家
・
裏う
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

千
家
・
武む

者し
ゃ

小こ
う

路じ

千
家
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　

う
三
つ
の
※

流
り
ゅ
う

派は

を
お
こ
し

　
　
　
　
　
　
　
　

ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
現
在

で
も
続
い
て
お
り
、「
三さ
ん

千せ
ん

家け

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
も
し
、
氏
郷
が
少

庵
を
助
け
て
い
な
け
れ
ば
、
現
在
の
三
つ
の
千
家
は
存そ
ん

在ざ
い

し
な
か
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

徳
川
家
康

三み
か
わ
の
く
に

河
国
岡
崎
（
愛
知
県
岡
崎
市
）

に
生
ま
れ
た
戦せ
ん
ご
く国
武ぶ
し
ょ
う将
。

少
庵
老

「
老ろ
う

」
は
敬け
い
し
ょ
う称

。

家
宝

そ
の
家
に
伝
わ
る
宝
物
。

花
押

自
分
の
サ
イ
ン
の
代
わ
り
に
使
用

し
た
記
号
。

流
派

立
場
や
や
り
方
の
ち
が
い
に
よ
っ

て
分
か
れ
た
も
の
。

少 庵 召 出 状（表 千 家 不
ふ

 審
しん

 菴
あ ん

 所
し ょ

 蔵
ぞ う

）

三 千 家 の 家
か

系
けい

図
ず

（
秀
吉
様
の
）
お
考
え
と

し
て
申
し
入
れ
ま
す
。
あ

な
た
を
召め

し
出
さ
れ
る
と

の
こ
と
で
す
の
で
、
急
い

で
京
都
に
上の

ぼ

っ
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
こ
と
を
申
し
伝

え
ま
す
。

十
一
月
十
三
日

　
　
　

家
康
（※

花か

押お
う

）

　
　
　

氏
郷
（
花
押
）

　

※

少
庵
老ろ

う
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松ま
つ

坂さ
か

城
じ
ょ
う

の
表
お
も
て

門も
ん

跡あ
と

の
正
面
に
あ
る
、「
松ま
つ
さ
か
じ
ょ
う
せ
き

阪
城
跡
」
と
書
か
れ
た
※

石せ
き

碑ひ

に
は
、
裏
千
家
の

第
十
五
代
※

家い
え

元も
と

千せ
ん

宗そ
う

室し
つ

の
字
が
刻き
ざ

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
「
蒲が

も

生う

氏
郷
公
開か
い

府ふ

　
　
　
　

  

松
阪
城
跡

　
　
　
　
　
　
※

鵬ほ
う 

雲う
ん 
斎さ
い　

 
千 

宗 

室
（
花
押
）」

　

家
元
は
、
松
阪
で
お
こ
な
っ
た
講こ

う

演え
ん

の
中
で
、「
※
氏

郷
公
は
千
家
の
大
恩
人
で
す
。
氏
郷
公
が
お
ら
れ
な

か
っ
た
ら
、
千
家
も
千
家
の
※

茶ち
ゃ

道ど
う

も
現
在
の
よ
う
に

続
い
て
は
お
り
ま
せ
ん
。」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
石
碑
は
、
今
も
城し
ろ

を
訪
お
と
ず

れ
る
人
々
を
迎む
か

え
て
い

ま
す
。
石
碑
の
文
字
や
家
元
の
言
葉
か
ら
、
文
化
を
愛

し
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
た
氏
郷
の
※
生
き
様ざ
ま

を
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「 松 阪 城 跡 」 の 石 碑

「
松
阪
城
跡
」
の
石
碑

一
九
七
八
年
に
建
て
ら
れ
た
。

家
元

そ
の
流
派
を
つ
ぐ
家
の
主
。
裏
千

家
の
家
元
は
、
千
宗
室
を
名
乗
っ

た
。

鵬
雲
斎

本
名
と
は
別
に
名
乗
っ
た
「
号ご
う

」

と
呼よ

ば
れ
る
も
の
。

氏
郷
公

「
公こ
う

」
は
敬け
い
し
ょ
う称
。

茶
道

お
茶
を
た
て
る
作さ
ほ
う法

。「
さ
ど
う
」

と
も
読
む
。

生
き
様

生
き
て
い
く
上
で
の
態
度
、
あ
り

さ
ま
。

※
松
坂
城
の
表
記

　

石
碑
が
建
て
ら
れ
た
と
き
は
、
三
重
県
指
定
史し

跡せ
き

「
松ま

つ
さ
か阪

城
じ
ょ
う

跡せ
き

」
で
し
た
が
、
二
〇
一
一
年
に
国く

に

指
定
史
跡

と
な
る
と
き
に
「
松ま

つ

坂さ
か

城
じ
ょ
う

跡あ
と

」
の
表
記
に
な
り
ま
し
た
。
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氏
うじ

 郷
さと

 さ ん 年 表
一
五
五
六
年

一
五
六
八
年

一
五
六
九
年

一
五
八
五
年

一
五
九
四
年

一
五
八
二
年

一
五
八
六
年

一
五
九
〇
年

一
五
九
五
年

一
五
八
四
年

一
五
八
八
年

一
五
九
一
年

一
五
九
三
年

西せ
い   

暦れ
き

年ね
ん

齢れ
い

お
も
な
で
き
ご
と

１1335 3336 142729303239 3840

興徳寺のお墓（会津若松市）龍泉寺のお墓（松阪市愛
あ た ご

宕町
まち

）信楽院のお墓（滋賀県日野町）

元げ
ん
ぷ
く服
し
て
忠
ち
ゅ
う
ざ
ぶ
ろ
う

三
郎
賦ま
す

秀ひ
で

と
名
乗
る

大お
か
わ
ち
じ
ょ
う

河
内
城
の
戦
い
で
初う
い
じ
ん陣
を
か
ざ
る

信
長
の
娘

む
す
め

冬ふ
ゆ

姫ひ
め

と
結け
っ
こ
ん婚
し
、
中
野
城
へ
も
ど
る

松
ヶ
島
か
ら
四よ
い
ほ
の
も
り

五
百
森
へ
城
を
移
し
、城じ
ょ
う
か
ま
ち

下
町
を「
松
坂
」と
名
付
け
る

城
下
町
へ
「
町ま

ち
な
か中

掟お
き
て

」
十
二
か
条
じ
ょ
う

を
出
す

東
北
地
方
を
平
定
し
、
七
十
三
万
四
千
石
に
な
る

千せ
ん
の
り
き
ゅ
う

利
休
の
次
男
少し
ょ
う
あ
ん

庵
を
会
津
で
預
か
る

近お
う
み
の
く
に

江
国
（
今
の
滋し

が賀
県
）
中な
か
の
じ
ょ
う

野
城
（
日ひ
の
じ
ょ
う

野
城
）
で
生
ま
れ
る

人ひ
と
じ
ち質
と
し
て
織お

だ田
信の
ぶ
な
が長
の
岐ぎ
ふ
じ
ょ
う

阜
城
に
入
る 

本ほ
ん
の
う
じ

能
寺
の
変へ
ん

の
直
後
、
信
長
の
家
族
を
中
野
城
で
か
く
ま
う

松ま
つ
が
し
ま
じ
ょ
う

ヶ
島
城
へ
移
り
、
十
二
万
三
千
石ご
く

を
与あ
た

え
ら
れ
る

大
坂
で
キ
リ
シ
タ
ン
の
洗せ

ん
れ
い礼
を
受
け
、
レ
オ
ン
と
名
乗
る

豊と
よ
と
み臣

秀ひ
で
よ
し吉

か
ら
、
羽は
し
ば柴

の
姓せ
い

を
与
え
ら
れ
る

会あ
い

津づ

（
今
の
福
島
県
）
へ
四
十
二
万
石
で
移
さ
れ
る

九
州
の
名な

ご

や
護
屋
（
今
の
佐
賀
県
）
で
病
気
に
な
り
、
京
都
に
帰
る

領
地
の
検け

ん

地ち

を
行
い
、
九
十
二
万
石
に
な
る

二
月
七
日
、
京
都
で
亡な

く
な
る

氏郷さんのお墓は、京都の大
だ い と く じ

徳寺黄
おうばいいん

梅院にあります。このお墓からは、遺
い

骨
こつ

（亡くなっ

た人の骨
ほね

）とともに太
た ち

刀（刀の種類の一つ）が見つかりました。

このほかにも、日野の信
しんぎょういん

楽院、松阪の龍
りゅうせんじ

泉寺、会津の興
こ う と く じ

徳寺にもお墓があります。
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Ｑ
氏
郷
さ
ん
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
名
前
が
あ
っ
た

の
で
す
か
。

Ａ
小
さ
い
こ
ろ
は
、「
鶴つ

る

千ち

代よ

」
と
よ
ば
れ
て
い
ま

し
た
。
十
四
才
で
元げ

ん
ぷ
く服

し
て
、「
忠

ち
ゅ
う
ざ
ぶ
ろ
う

三
郎
賦ま

す
ひ
で秀

」

と
名
乗
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
三
十
才
ご
ろ
に
「
氏
郷
」

と
改
め
ま
し
た
。

Ｑ
氏
郷
さ
ん
は
、
ど
ん
な
顔
を
し
て
い
た
の
で　

す
か
。

Ａ
会あ

い

づ津
に
伝
わ
っ
て
い
る
顔
（
１
ペ
ー
ジ
）
は
、

氏
郷
さ
ん
の
家か

し

ん臣
だ
っ
た
人
た
ち
が
絵え

師し

に
描え

が

か
せ
た
も
の
で
、
氏
郷
さ
ん
の
顔
が
描
か
れ
た
絵
の
中
で

は
、
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
す
。
氏
郷
さ
ん
の
顔
は
、
日ひ

野の

、
松
阪
に
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
氏
郷
さ
ん
が
築
い
た
松
坂
城
は
、
ど
ん
な
城
で

す
か
。

Ａ
建
物
は
残の

こ

っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
自
然
石
を
そ
の

ま
ま
積
み
上
げ
た
「
野の

面づ
ら

積づ

み
」
の
石い

し

垣が
き

が
最

大
の
特

と
く
ち
ょ
う

徴
で
す
。
氏
郷
が
近お

う

み江
か
ら
呼
び
よ
せ
た
職
人
た

ち
が
築
き
ま
し
た
。
一
八
七
二
年
に
撮さ

つ

影え
い

さ
れ
た
写
真
に

は
、
い
く
つ
か
の
建
物
が
写
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
松
坂
城
は
、
ど
の
く
ら
い
の
大
き
さ
だ
っ
た
の

で
す
か
。

Ａ
石
垣
で
囲
ま
れ
た
中
心
部
分
（
国
指
定
史し

跡せ
き

）

は
お
よ
そ
東
京
ド
ー
ム
一
個
分
、
堀ほ

り

で
囲
ま
れ

た
広
さ
は
、
お
よ
そ
東
京
ド
ー
ム
六
個
分
で
す
。
松
阪
市

民
病
院
、
殿と

の

町ま
ち

中
学
校
、
松
阪
工
業
高
校
な
ど
は
、
堀
の

内
側
に
あ
り
ま
し
た
。
堀
の
長
さ
は
、
全
部
合
わ
せ
る
と

二
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、幅は

ば

は
広
い
所
で
は
三
十
メ
ー

ト
ル
く
ら
い
あ
り
ま
し
た
。松
阪
工
業
高
校
の
東
側
か
ら
、

第
一
小
学
校
の
前
を
通
っ
て
、
市
役
所
の
方
へ
流
れ
る
神じ

ん

道ど
う

川が
わ

は
堀
の
名な

ご

り残
で
す
。

Ｑ        

松
坂
城
の
ほ
か
に
、
氏
郷
さ
ん
が
つ
く
っ
た
も

の
は
残
っ
て
い
ま
す
か
。

Ａ
氏
郷
さ
ん
は
、「
背せ

割わ
り

排は
い

水す
い

（
背
割
下げ

水す
い

）」
と

い
う
下げ

水す
い

路ろ

を
町
の
境

さ
か
い

に
つ
く
り
ま
し
た
。
本ほ

ん

町ま
ち

の
産さ

ん

業ぎ
ょ
う

振し
ん
こ
う興

セ
ン
タ
ー
駐

ち
ゅ
う
し
ゃ
じ
ょ
う

車
場
の
南
側
や
魚う

お
ま
ち町

の
旧

き
ゅ
う

長は

谷せ

川が
わ

治じ

郎ろ

兵べ

衛え

家け

な
ど
に
残
っ
て
い
ま
す
。

氏う
じ
さ
と郷

さ
ん 

な
ん
で
も 

質
問
箱

日野の顔（滋
し が

賀県日野町）

松阪工業高校近くの堀あと
旧長谷川治郎兵衛家にある背割排水

第一小学校近くの堀あと

松坂城の表正面には、このような２階だての
門がありました。

（東京国立博物館所
しょぞう

蔵）

松阪の顔（愛
あたご

宕町
まち

龍
りゅうせんじ

泉寺）
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Ｑ
氏
郷
さ
ん
と
結け

っ
こ
ん婚
し
た
冬ふ

ゆ

姫ひ
め

さ
ん
は
、
ど
ん
な

人
で
し
た
か
。

Ａ
氏う

じ
さ
と郷

さ
ん
が
十
四
才
、
信
長
の
娘

む
す
め

の
冬
姫
さ
ん

が
九
才
の
と
き
に
結
婚
し
ま
し
た
。
二
人
は
と

て
も
仲
が
良
か
っ
た
そ
う
で
す
。
氏
郷
さ
ん
が
四
十
才
で

亡な

く
な
っ
た
後
、
出し

ゅ
っ
け家

（
仏

ほ
と
け

の
道
に
入
る
こ
と
）
し
て
尼に

僧そ
う

と
な
り
、
八
十
一
才
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

Ｑ
氏
郷
さ
ん
は
、
キ
リ
ス
ト
教き

ょ
う
と徒

だ
っ
た
の
で

す
か
。

Ａ
氏
郷
さ
ん
が
松ま

つ
が
し
ま

个
島
に
来
た
こ
ろ
に
、
親
友
の

高た
か
や
ま山

右う

近こ
ん

の
す
す
め
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
大お

お
さ
か坂
」
で
洗せ

ん
れ
い礼
を

受
け
、
レ
オ
ン
と
い
う
名
を
も
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
　

　
　
　

※
洗
礼
⋮
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
た
め
の
儀ぎ

し

き式

Ｑ        

氏
郷
さ
ん
は
、
ど
ん
な
病
気
で
亡な

く
な
っ
た
の

で
す
か
。

Ａ
当
時
の
お
医
者
さ
ん
が
書
い
た
記
録
か
ら
、
ガ

ン
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
四
十
才
の
若わ

か

さ
で
し
た
。

Ｑ
松
阪
で
は
、
毎
年
秋
に
氏
郷
ま
つ
り
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
ほ
か
の
場
所
で
も
行
わ
れ
て
い

　
　
　

  

ま
す
か
。

Ａ
氏
郷
さ
ん
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
日ひ

の野
で
は
、
夏

と
秋
の
二
回
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
会あ

い

津づ

で
は
、

九
月
に
行
わ
れ
る
会
津
ま
つ
り
の
武む

者し
ゃ

行ぎ
ょ
う
れ
つ
列
に
氏
郷
さ

ん
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
氏
郷
さ
ん
に
ゆ
か
り
の
あ
る

松
阪
と
日
野
と
会
津
は
、
お
た
が
い
の
ま
つ
り
に
参
加

す
る
な
ど
し
て
、
交
流
を
深
め
て
い
ま
す
。

冬姫さんのお墓（京都市知
ち

恩
おん

寺
じ

）

会津まつりの様子（福島県会津若松市）

みんながかいた　氏郷さん

天白小学校６年
稲垣佑里さん

柿野小学校６年
梅本るなさん

天白小学校６年
加藤虹郎さん

幸小学校６年
辻　圭汰さん

天白小学校６年
後藤もえさん










