
分
の
一
番
末
っ
子
を
関
東
公
方
と

し
て
下
向
さ
せ
ま
す
。
ま
あ
そ
れ

は
そ
れ
で
良
か
っ
た
の
で
す
け
れ

ど
も
、
時
代
が
経
る
に
従
っ
て
だ

ん
だ
ん
鎌
倉
と
京
都
が
喧
嘩
を
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
。
で
ま

あ
、
鎌
倉
が
火
の
海
に
な
っ
て
灰

に
な
っ
て
古
河
に
一
つ
政
権
が
出

来
た
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
、
人
事
上
の
ミ
ス
と
書
い
て

お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
と
に
か

く
足
利
幕
府
は
三
代
将
軍
義
満
が

一
番
栄
え
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
後

の
こ
と
を
何
も
決
め
な
い
で
突
然

高
熱
を
発
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た

の
で
す
ね
。
ま
あ
そ
う
い
う
も
の

を
徳
川
家
康
が
非
常
に
反
面
教
師

に
し
た
と
思
い
ま
す
。
徳
川
幕
府

は
強
烈
な
中
央
集
権
国
家
を
作
り

ま
し
て
、
武
家
諸
法
度
だ
と
か
参

勤
交
代
と
か
を
や
っ
て
い
ま
す
の

で
、
そ
う
い
う
面
で
徳
川
幕
府
は

長
く
続
い
た
と
い
う
ふ
う
に
思
い

ま
す
。

　

で
、
関
東
で
は
長
尾
景
春
と
い

う
の
が
乱
を
起
こ
し
ま
し
て
、
こ

れ
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の

で
す
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
下
剋

上
の
始
ま
り
の
よ
う
な
人
で
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
れ
が
関
東
一
円
で
暴

れ
ま
く
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
太
田

関
東
は
政
権
が
二
つ
に
分
か
れ
て

お
り
ま
し
た
。
鎌
倉
公
方
と
古
河

公
方
で
す
ね
。
茨
城
の
古
河
に
一

つ
の
政
権
が
あ
り
、
利
根
川
、
荒

川
を
挟
ん
で
の
壮
烈
な
領
土
争
い

を
し
て
お
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
も

そ
も
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
の

は
足
利
尊
氏
が
関
東
公
方
と
い
う

独
立
政
権
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
の

が
混
乱
の
原
因
な
ん
で
す
ね
。
尊

氏
は
関
東
の
人
で
す
か
ら
、
京
都

に
室
町
幕
府
を
作
っ
た
の
で
す
け

れ
ど
も
、
関
東
の
重
要
性
を
良
く

知
っ
て
い
ま
す
の
で
、
鎌
倉
に
自

年
ぐ
ら
い
で
す
ね
。
安
倍
総
理
大

臣
も
２
０
３
０
年
に
は
海
外
か
ら

の
観
光
客
を
六
千
万
人
に
し
た
い

と
仰
っ
て
ま
す
の
で
、
そ
の
風
に

乗
っ
て
い
き
た
い
な
あ
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
私
は
太
田
道
灌
「
子

孫
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
太
田
道

灌
は
突
然
謀
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
て
、
家
督
が
ど
こ
へ
移
っ
た
か

が
分
か
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。

従
っ
て
当
主
だ
と
か
直
系
と
か
い

う
言
葉
は
使
い
ま
せ
ん
で
、
太
田

道
灌
子
孫
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
近
若
い
人
は
太
田
道
灌
を
あ

ま
り
知
り
ま
せ
ん
で
、
太
田
道
灌

は
徳
川
家
康
の
家
来
だ
と
思
っ
て

い
る
ら
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
う
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
家

康
よ
り
も
１
５
０
年
も
昔
の
人
で

ご
ざ
い
ま
す
。

道
灌
活
躍
の
時
代　
　

　

道

灌

が

活

躍

し

た

の

は

１
４
５
０
年
頃
で
、
こ
の
と
き
は

　

太
田
資
暁
と
申
し
ま
す
。
本
日

は
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ

き
ま
し
て
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
約
一
時
間
、

太
田
道
灌
の
実
績
に
つ
い
て
お
話

し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
今
、
二
つ
の
夢
み
た
い
な

こ
と
を
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
一

つ
は
２
０
２
０
年
、
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ
で
太
田
道
灌
を
や
っ
て
も
ら
う

こ
と
で
、
だ
い
ぶ
良
い
風
が
吹
い

て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
２
０
２
０
年
、
太
田
道

灌
が
大
河
ド
ラ
マ
に
な
る
か
も

わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
も

う
一
つ
は
江
戸
城
天
守
閣
を
再
建

し
た
い
と
。
こ
れ
は
２
０
３
０

東
京
都
交
友
会　

秋
の
大
会　

一
般
公
開
講
座

　太
田
道
灌
と
江
戸
・
東
京

　
　
　
　
　

講
師　

太
田　

資
暁　

先
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
太
田
道
灌
顕
彰
会
理
事
長
）

講演「太田道灌と江戸・東京」 図 

 

図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 足利氏略系図 
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時代背景（１４５０年頃） 

(1) 関東に２つの政権が出現 

   鎌倉公方…神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県 

   古河公方…茨城県、埼玉県、栃木県、千葉県 

(2) そもそもは足利尊氏が関東公方と言う独立政権を作った 

  のが混乱の原因 

(3) 人事上のミス 

   ・足利義満の突然の死。徳川家康が反面教師にした。 

   ・関東では長尾景春の乱（戦国時代の始まり） 

(4) 凡庸な為政者達（血統と家柄だけ） 

(5) 道灌と早雲（司馬遼太郎作「箱根の坂」） 

      ┌義持──義量 
            │ 
   ┌義詮───義満─┤   ┌義勝 
   │（将軍家）   ├義嗣 │ 
   │        │   ├義政──義尚 
尊氏─┤        └義教─┤ 
   │            ├義視──義稙 
   │            │   ┌茶々丸  
   │            └政知─┤ 
   │            （堀越）└義澄 
   │（関東公方家） 
   └基氏─氏満─満兼─持氏─成氏─政氏 
           満隆    （古河） 
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道
灌
が
追
っ
て
、
三
十
数
度
戦
っ

て
太
田
道
灌
は
一
度
も
負
け
た
こ

と
な
い
と
、
こ
う
い
う
戦
の
名
人

で
す
ね
、
道
灌
は
。

　

そ
れ
か
ら
当
時
の
為
政
者
は
誠

に
凡
庸
な
人
ば
っ
か
り
で
し
て
、

ま
あ
血
統
と
家
柄
だ
け
で
そ
の
地

位
に
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
政

治
家
が
無
能
で
あ
る
と
庶
民
は
大

変
な
苦
労
を
し
ま
す
。
歴
史
学
者

に
言
わ
せ
ま
す
と
、
日
本
で
一
番

不
幸
な
時
代
は
戦
国
時
代
、
二
番

目
に
不
幸
な
時
代
は
終
戦
直
後
で

あ
る
と
。
３
７
０
万
人
の
人
が
死

ん
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て

ま
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
戦
国

時
代
は
女
子
供
は
も
う
物
以
下
で

す
か
ら
、
大
変
苦
し
い
時
代
で

あ
っ
た
と
。

　

そ
れ
か
ら
最
後
に
道
灌
と
早
雲

と
書
い
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
こ
の
二
人
は
一
度
会
っ
た
事

が
ご
ざ
い
ま
す
。
今
川
家
の
内
紛

を
収
め
る
た
め
に
、
京
都
か
ら
の

命
令
で
、
道
灌
は
江
戸
か
ら
軍
隊

を
率
い
て
静
岡
に
行
っ
て
お
り
ま

す
。
で
、
半
年
間
滞
留
し
ま
し

て
、
そ
こ
で
反
乱
を
収
め
て
お
り

ま
す
。
そ
の
時
に
北
条
早
雲
が
居

て
、
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
、
司

馬
遼
太
郎
の
箱
根
の
坂
と
い
う
小

説
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
ま
あ
こ
こ
ら
へ
ん
を
原
作
に

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
大
河
ド
ラ
マ
を
や
っ
て

も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
ふ

う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
あ
二

人
い
れ
ば
一
年
間
持
つ
だ
ろ
う
と

い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

争
乱
の
続
い
た
関
東

　

当
時
の
関
東
の
情
勢
は
非
常
に

ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
ま
し
て
、
い

ろ
ん
な
小
説
家
も
敬
遠
す
る
の
で

す
。
た
だ
、
よ
く
調
べ
て
み
ま
す

と
、
構
図
は
大
変
簡
単
で
ご
ざ
い

ま
し
て
、
ま
ず
関
東
は
鎌
倉

公
方
と
古
河
公
方
に
分
か
れ

て
お
っ
た
と
。
で
、
鎌
倉
公

方
は
足
利
政
知
、
そ
れ
か
ら

古
河
公
方
は
足
利
成
氏
。
こ

の
時
代
は
も
う
全
部
同
族
の

争
い
で
す
。
足
利
さ
ん
同
士

の
争
い
で
す
。
で
、
鎌
倉
は

当
時
灰
に
な
っ
て
ま
し
た
の

で
、
そ
こ
に
来
ら
れ
な
い
も

の
で
す
か
ら
、
伊
豆
の
堀
越
、

今
の
韮
山
に
ひ
と
つ
政
権
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し

関
東
の
左
半
分
は
関
東
管
領

の
上
杉
顕
定
が
治
め
て
お
り

ま
し
た
。
公
方
の
補
佐
役
で

す
け
れ
ど
も
。
で
、
上
杉
家

の
家
宰
、
長
尾
家
で
家
督
争
い
が

起
こ
っ
た
と
。
家
宰
と
い
う
の
は

家
老
で
す
ね
。
長
尾
家
が
関
東
管

領
の
家
老
を
や
っ
て
い
た
わ
け
で

す
。
で
、
長
尾
景
春
と
い
う
人
が

反
旗
を
翻
し
た
と
。
で
、
相
模
の

守
護
の
上
杉
定
正
と
い
う
の
が
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
管
領
家

を
支
援
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

こ
の
上
杉
顕
定
と
定
正
、
わ
か

り
に
く
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
上

下
の
関
係
で
す
ね
。
公
方
と
い
う

の
は
分
か
り
易
く
言
う
と
関
東
の

大
統
領
み
た
い
な
も
の
で
、
関
東

管
領
と
い
う
の
は
関
東
の
首
相
み

た
い
な
も
の
で
、
相
模
の
守
護
と

い
う
の
は
神
奈
川
県
知
事
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
す
。

　

上
杉
定
正
の
家
宰
、
太
田
道
灌

が
、
補
佐
を
し
て
お
っ
た
の
で
す

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
お
分
か
り
の

通
り
太
田
道
灌
と
い
う
の
は
身
分

的
に
は
そ
ん
な
高
く
な
い
わ
け

で
す
。
そ
の
太
田
道
灌
が
関
東

を
三
十
数
度
戦
っ
て
押
さ
え
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、

そ
こ
が
ま
あ
道
灌
の
悲
劇
の
原
因

に
も
な
る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
関

東
各
地
で
道
灌
は
三
十
数
度
戦
っ

て
総
て
勝
利
し
て
お
り
ま
す
。
道

灌
は
関
東
で
は
超
有
名
人
に
な
り

ま
し
て
、
結
局
そ
れ
が
主
家
の
反

感
を
買
い
ま
し
て
、
謀
殺
さ
れ
ま

す
。
そ
の
後
す
ぐ
に
顕
定
と
定
正

が
長
享
の
乱
を
起
こ
す
と
。
こ
う

い
う
こ
と
で
上
杉
さ
ん
同
士
の
戦

い
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

足
利
幕
府
の
系
図
を
書
い
て
お

き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
１
３
３
８

年
に
足
利
尊
氏
が
京
都
に
幕
府
を

開
き
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
足
利
さ

ん
が
京
都
と
鎌
倉
に
分
か
れ
て
治

め
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

道
灌
の
頃
の
将
軍
が
足
利
義
政
。

そ
れ
か
ら
、
堀
越
公
方
が
政
知
。

講演「太田道灌と江戸・東京」 図 
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図２ 足利氏略系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時代背景（１４５０年頃） 

(1) 関東に２つの政権が出現 

   鎌倉公方…神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県 

   古河公方…茨城県、埼玉県、栃木県、千葉県 

(2) そもそもは足利尊氏が関東公方と言う独立政権を作った 

  のが混乱の原因 

(3) 人事上のミス 

   ・足利義満の突然の死。徳川家康が反面教師にした。 

   ・関東では長尾景春の乱（戦国時代の始まり） 

(4) 凡庸な為政者達（血統と家柄だけ） 

(5) 道灌と早雲（司馬遼太郎作「箱根の坂」） 

 
      ┌義持──義量 

            │ 
   ┌義詮───義満─┤   ┌義勝 
   │（将軍家）   ├義嗣 │ 
   │        │   ├義政──義尚 
尊氏─┤        └義教─┤ 
   │            ├義視──義稙 
   │            │   ┌茶々丸 
   │            └政知─┤ 
   │            （堀越）└義澄 
   │（関東公方家） 
   └基氏─氏満─満兼─持氏─成氏─政氏 
           満隆    （古河） 
 

足
利
義
政
の
腹
違
い
の
お
兄
さ
ん

で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
関
東
は
当
時
、

道
灌
の
頃
は
成
氏
。
成
氏
の
お
父

さ
ん
の
持
氏
と
い
う
の
が
本
当
は

将
軍
に
な
り
た
か
っ
た
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
京
都
で
は
義
教
が
将

軍
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
こ
れ
は

く
じ
引
き
で
決
ま
っ
た
将
軍
で
ご

ざ
い
ま
し
て
、「
く
じ
引
き
将
軍
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
持
氏
は

怒
り
ま
し
て
、「
な
ん
だ
、
く
じ

引
き
将
軍
の
言
う
こ
と
な
ん
か
聞

く
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
鎌
倉
は

も
う
京
都
と
は
別
の
年
号
を
使
っ

て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
義
教
と
い
う
人
も
過
激
な

人
で
、「
け
し
か
ら
ん
」
と
い
う

こ
と
で
、
鎌
倉
に
軍
隊
を
送
っ
て

持
氏
を
殺
し
ま
す
。
持
氏
の
子
ど

も
は
皆
殺
さ
れ
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
一
番
下
の
成
氏
が
二
歳
で
し

た
の
で
、
彼
だ
け
は
助
か
り
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
二
十
年
経
っ
て
も

う
大
丈
夫
だ
ろ
う
っ
て
い
う
こ
と

で
関
東
公
方
に
し
た
の
で
す
け
れ

ど
も
、
や
は
り
こ
の
成
氏
は
親
父

の
持
氏
の
意
志
を
継
い
で
京
都
に

反
旗
を
翻
し
ま
す
。
で
ま
た
京
都

は
鎌
倉
に
兵
を
送
っ
て
、
こ
の
成

氏
は
逃
げ
て
、
茨
城
の
古
河
に
政

権
を
作
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
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な
り
ま
す
。

　

関
東
管
領
の
こ
と
を
お
話
し
し

ま
す
と
、
関
東
管
領
は
山
内
上
杉

家
が
治
め
て
お
り
ま
し
た
。
も
う

一
つ
相
模
の
守
護
は
扇
谷
上
杉
家

が
定
め
て
お
り
ま
し
た
。
山

や
ま
の
う
ち

内
と

か
扇

お
う
ぎ
が
や
つ

谷
と
い
う
言
葉
は
鎌
倉
の

地
名
で
、
今
で
も
残
っ
て
お
り
ま

す
。

　

山
内
上
杉
家
の
管
領
家
は
上
杉

顕
定
。
そ
こ
を
補
佐
し
て
い
る

家
老
が
長
尾
家
で
す
。
長
尾
景

仲
、
景
信
と
い
う
名
君
が
現
わ
れ

て
、
次
は
景
春
だ
と
い
う
ふ
う
に

思
っ
て
お
っ
た
ら
、
こ
の
顕
定
と

い
う
上
司
が
長
尾
家
が
あ
ま
り
力

を
持
っ
た
ら
い
か
ん
と
い
う
こ
と

で
、
凡
庸
な
長
尾
忠
景
と
い
う
、

景
信
の
弟
を
長
尾
家
の
当
主
に
す

る
ん
で
す
ね
。
景
春
は
面
白
く
な

い
か
ら
反
乱
を
起
こ
す
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ど
う
や
ら
こ
の

忠
景
の
お
姉
さ
ん
か
妹
が
道
灌
の

奥
さ
ん
ら
し
い
で
す
。

　

一
方
、
扇
谷
上
杉
家
の
方
は
道

灌
の
頃
は
定
正
が
主
君
で
し
た
け

れ
ど
も
、
家
老
を
や
っ
て
い
た
の

は
太
田
家
で
す
ね
。
資
清
道
真
が

お
父
さ
ん
、
そ
れ
か
ら
資
長
道
灌

と
、
こ
う
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
道
灌
は
も
う
三
代
ぐ
ら
い
に

亘
っ
て
家
老
を
や
っ
て
お
り
ま
し

て
、
道
灌
が
家
老
を
や
っ
て
い
る

時
は
四
十
八
歳
ぐ
ら
い
、
五
十
歳

近
い
時
で
す
。
そ
れ
か
ら
定
正
は

二
十
八
歳
ぐ
ら
い
で
す
。
結
局
、

道
灌
か
ら
す
れ
ば
小
僧
っ
子
み
た

い
な
感
じ
で
、
道
灌
が
ど
ん
ど
ん

ど
ん
ど
ん
関
東
で
有
名
人
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
定
正
は
面

白
く
な
い
わ
け
で
す
ね
。
で
、
あ

の
関
東
管
領
の
顕
定
が
定
正
に
耳

打
ち
を
し
ま
し
て
、「
道
灌
が
お

前
の
首
を
狙
っ
て
い
る
ぞ
」
と
讒

言
し
ま
す
。
定
正
は
見
境
な
く
、

伊
勢
原
に
あ
り
ま
す
糟
谷
の
館
に

新
築
祝
い
と
称
し
て
道
灌
を
呼
ん

で
、
道
灌
が
江
戸
城
か
ら
出
て
っ

て
、
宴
会
に
出
る
前
に
風
呂
に

入
っ
て
い
る
時
に
殺
し
て
し
ま
う

わ
け
で
す
。
道
灌
は
死
ぬ
時
に「
当

方
滅
亡
」
と
言
っ
て
死
に
ま
す
。

「
当
方
」
と
い
う
の
は
上
杉
家
の

こ
と
で
、
上
杉
家
は
こ
ん
な
こ
と

や
っ
て
た
ら
滅
亡
し
ま
す
よ
と

言
っ
て
死
ぬ
の
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
言
葉
通
り
、
一
年
も
経
た
な

い
内
に
こ
の
顕
定
と
定
正
が
戦
端

を
開
い
て
長
享
の
乱
を
勃
発
さ
せ

て
、
二
十
年
に
渡
る
泥
沼
の
戦
国

時
代
が
で
き
る
と
、
こ
う
い
う
こ

と
で
す
。

　

後
、
太
田
家
は
没
落
し
ま
し
て
、

い
ろ
い
ろ
頑
張
っ
た
の
で
す
け
れ

ど
も
再
興
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

再
興
し
た
の
は
英
勝
院
と
い
う
女

性
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
徳
川
家
康

の
最
後
の
側
室
で
す
。
彼
女
の
細

腕
で
太
田
家
は
再
建
、
再
興
で
き

た
と
い
う
感
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

道
灌
か
ら
江
戸
系
と
岩
槻
系
に
分

か
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
江
戸
系
が

今
度
は
水
戸
系
と
掛
川
系
に
分
か

れ
ま
す
。
私
は
水
戸
系
の
方
の
子

孫
に
な
り
ま
す
。
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◎山之内上杉家（関東管領） 
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△長尾家（家宰） 
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     （忠景） 

◎扇ガ谷上杉家（相模守護） 

 －持朝－顕房－政真－定正－朝真－朝興－朝定× 
 △太田家（家宰） 
   －資清－資長－資康－資高－康資－資綱－ 
   （道真）（道灌）       （英勝院） 

道
灌
の
戦
い

　

さ
て
、
古
河
城
に
対
し
て
左
の

側
、埼
玉
の
一
番
上
の
五
十
子
（
い

か
っ
こ
）、
今
は
本
庄
市
で
す
ね
。

こ
こ
に
関
東
管
領
軍
が
六
万
人
集

結
し
て
お
り
ま
し
た
。
何
故
こ
ん

な
に
上
に
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
か

と
言
い
ま
す
と
、
利
根
川
と
か
荒

川
の
下
の
方
は
広
く
て
深
く
て
渡

れ
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
上
の
方

で
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、
壮
烈

な
領
土
争
い
を
し
て
お
っ
た
わ
け

で
す
。
古
河
公
方
の
方
も
七
万
人

ぐ
ら
い
の
軍
勢
を
従
え
て
お
り
ま

し
た
。

　

道
灌
が
今
川
家
の
内
紛
を
収
め

る
為
に
静
岡
に
行
っ
て
い
る
間

に
、
こ
の
五
十
子
の
す
ぐ
背
後
に

あ
り
ま
す
鉢
形
城
、
こ
れ
寄
居
に

あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
長
尾
景
春

が
反
乱
を
起
こ
し
ま
す
。
背
後
を

突
か
れ
た
上
杉
軍
は
逃
げ
て
、
群

馬
に
臨
時
政
権
を
作
り
ま
す
。
道

灌
が
静
岡
か
ら
帰
っ
て
来
て
江
戸

城
に
入
っ
て
、
そ
れ
で
助
け
に
行

こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
江
戸
城
の

足
下
で
石
神
井
の
豊
島
氏
が
反
乱

を
起
こ
し
ま
す
。
道
灌
も
、
元
々

は
鎌
倉
の
人
で
す
か
ら
江
戸
で
は

余
所
者
で
、
元
か
ら
い
る
江
戸
氏

と
か
、
豊
島
氏
か
ら
し
て
み
れ
ば
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面
白
く
な
い
わ
け
で
す
。
で
豊
島

氏
が
反
乱
を
起
こ
し
た
と
。
当
時

江
戸
氏
は
も
う
力
が
衰
え
て
い
ま

し
て
、
館
が
あ
っ
た
ぐ
ら
い
と
言

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

で
、
道
灌
は
お
父
さ
ん
が
川
越

城
に
居
ま
す
か
ら
、
助
け
に
行
こ

う
と
し
た
ら
そ
の
川
越
街
道
を
こ

の
豊
島
氏
に
封
鎖
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
の
で
、
石
神
井
と
戦
う
わ
け

で
す
。
石
神
井
か
ら
は
豊
島
泰
経
、

練
馬
城
か
ら
は
豊
島
泰
明
の
兄
弟

が
出
て
き
ま
す
。
練
馬
城
っ
て
い

う
の
は
今
の
豊
島
園
で
す
ね
。
そ

れ
で
両
軍
は
、
江
古
田
・
沼
袋
の

と
こ
ろ
で
一
大
決
戦
を
行
い
ま

す
。

　

道
灌
は
城
を
一
つ
ず
つ
全
部
落

と
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
城

は
元
々
、
関
東
管
領
、
山
内
上
杉

家
の
城
だ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
れ
を
道
灌
が
取
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
、
扇
谷
上
杉
家
の
城

に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ

れ
が
関
東
管
領
か
ら
見
た
ら
面
白

く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
上
杉
定

正
に
讒
言
し
て
で
す
ね
、「
お
前

が
危
な
い
ぞ
」
と
言
わ
れ
て
、
定

正
は
見
境
い
な
く
道
灌
を
殺
し
て

し
ま
っ
た
と
。
ま
あ
道
灌
は
仕
事

を
や
り
す
ぎ
た
と
い
う
こ
と
が
言

え
る
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま

す
。

　

伊
東
潤
と
言
う
作
家
が
一
昨
年

長
尾
景
春
の
本
を
書
き
ま
し
た
。

「
叛
鬼
」（
は
ん
き
）
と
い
う
本
で

す
。
こ
れ
が
も
う
大
変
面
白
い
本

で
、
い
わ
ゆ
る
ま
あ
不
思
議
な
人

で
す
、
長
尾
景
春
は
。
散
々
関
東

で
暴
れ
回
っ
て
、
最
期
は
見
事
に

畳
の
上
で
死
ぬ
と
、
こ
う
い
う
方

で
、
北
条
早
雲
が
大
変
尊
敬
し
た

人
で
す
。
下
剋
上
の
走
り
で
す
。

道
灌
の
人
気
丨
各
地
に
道
灌
像

　

次
に
道
灌
の
人
気
で
ご
ざ
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
関
東
に
は
道
灌
に

関
連
す
る
寺
社
が
た
く
さ
ん
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
銅
像
が
九
つ

か
ら
十
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら

山
吹
の
里
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
お

り
ま
す
。

　

中
野
駅
の
北
に
哲
学
堂
が
あ

り
、
そ
の
さ
ら
に
北
の
方
に
グ
ラ

ウ
ン
ド
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の

後
ろ
に
江
古
田
・
沼
袋
の
合
戦
の

古
戦
場
の
碑
が
あ
る
の
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
こ
で
合
戦
が
行
わ
れ
た

の
は
１
４
７
７
年
４
月
13
日
で
す

ね
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
作
る
の
で
豊

島
塚
と
呼
ば
れ
て
い
た
塚
を
壊
し

た
ら
、
中
か
ら
た
く
さ
ん
人
骨
と

馬
の
骨
と
、
そ
れ
か
ら
槍
、
刀
の

錆
び
た
の
が
出
て
き
た
と
。
リ
ヤ

カ
ー
16
台
分
、
出
て
き
た
そ
う
で

す
か
ら
、
こ
こ
で
合
戦
が
行
わ
れ

た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

新
宿
の
住
友
ビ
ル
の
一
階
に
彫

刻
家
で
有
名
な
流
政
之
さ
ん
が

造
っ
た
猫
の
像
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
下
に
書
い
て
あ
る
言
葉
は
「
江

戸
開
都
の
恩
人
太
田
道
灌
を
救
っ

た
猫
」
と
、「
名
前
が
無
い
か
ら

玉
ち
ゃ
ん
と
名
付
け
る
」
と
、
こ

う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
す
ぐ
近
く
の
落
合

に
自
性
院
と
い
う
お
寺
が
ご
ざ
い

ま
し
て
、
そ
こ
の
言
い
伝
え
に
よ

り
ま
す
と
、
道
灌
は
合
戦
の
初
日

は
敗
れ
ま
し
て
、
夜
道
を
彷
徨
っ

て
い
る
時
に
目
の
前
に
猫
が
現
わ

れ
て
「
こ
っ
ち
へ
来
い
」
と
い
う

素
振
り
を
す
る
も
の
で
す
か
ら
そ

の
後
に
付
い
て
行
っ
た
ら
、
自
性

院
の
祠
に
入
っ
て
一
晩
を
明
か
し

て
、
翌
日
部
下
が
助
け
て
く
れ
て
、

盛
り
返
し
て
石
神
井
に
豊
島
氏
を

追
い
詰
め
て
、
三
宝
寺
池
に
沈
め

て
全
滅
し
た
と
、
こ
う
い
う
言
い

伝
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

石
神
井
城
に
つ
い
て
申
し
上
げ

れ
ば
、
石
神
井
城
址
に
殿
塚
と
い

う
塚
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
豊

島
泰
経
の
塚
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

お
り
ま
す
。

　

伊
勢
原
に
は
道
灌
の
お
墓
が
二

つ
ご
ざ
い
ま
し
て
、
首
塚
と
胴
塚

と
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
胴
塚

の
洞
昌
院
に
五
輪
の
塔
が
建
っ
て

お
り
ま
す
。
こ
こ
に
枯
れ
た
松
の

木
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
道

灌
の
詩
の
友
人
で
あ
り
ま
す
万
里

集
九
が
道
灌
が
亡
く
な
っ
た
後
こ

こ
へ
来
て
、
手
向
け
の
松
を
植
え

た
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
か
れ

て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
洞
昌
院
の
前
は
昔
は
原
野

で
し
た
の
で
、
日
本
陸
軍
が
大
正

７
年
11
月
10
日
に
大
演
習
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
シ
ベ
リ

ア
出
兵
の
頃
で
す
ね
。
そ
こ
で
大

正
天
皇
か
ら
の
勅
使
が
来
ま
し

て
、
こ
の
お
墓
の
前
で
勅
語
を
読

ま
れ
ま
し
て
、
道
灌
は
従
三
位
に

叙
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。「
汝
の

造
り
し
城
は
今
の
皇
居
た
り
」
と

言
わ
れ
ま
し
て
、
従
五
位
か
ら
従

三
位
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

越
生
に
龍
穏
寺
と
い
う
古
刹
が

あ
り
、
道
灌
像
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
江
戸
時
代
に
大
変
栄
え
た

お
寺
で
、
関
三
刹
と
言
わ
れ
た
曹

洞
宗
の
お
寺
で
す
。
こ
れ
行
っ
て

み
ま
し
た
ら
も
う
大
変
な
山
の
中

で
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
山
の
中
に

こ
ん
な
に
立
派
な
お
寺
が
あ
る
の

か
と
不
思
議
で
あ
り
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
道
灌
の
お
父
さ
ん
の
道
真

が
晩
年
を
過
ご
し
た
場
所
で
ご
ざ

い
ま
す
。
ま
あ
考
え
て
見
れ
ば
こ

こ
は
や
っ
ぱ
り
交
通
の
要
所
で
あ

り
ま
し
て
、
鎌
倉
か
ら
群
馬
、
新

潟
に
抜
け
る
途
中
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

お
父
さ
ん
の
道
真
は
道
灌
が
殺

さ
れ
た
後
も
生
き
て
お
り
ま
し

た
。
で
、
息
子
の
骨
を
拾
い
に
越

生
か
ら
伊
勢
原
に
行
き
、
骨
を

拾
っ
て
更
に
主
君
で
あ
り
ま
す
定

正
に
「
こ
れ
か
ら
も
忠
君
を
尽
く

し
ま
す
」
と
言
っ
て
帰
っ
て
き
た

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
。
ま
あ
親

父
も
ず
い
ぶ
ん
苦
し
か
っ
た
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

　

岩
槻
市
の
芳
林
寺
に
ご
ざ
い
ま

す
道
灌
像
は
、
珍
し
く
騎
馬
像
で

あ
り
ま
す
。

　

新
宿
中
央
公
園
の
裏
に
は
、
道

灌
と
山
吹
の
娘
の
像
が
あ
り
ま

す
。

　

日
暮
里
の
駅
前
に
も
道
灌
像
が

あ
り
ま
す
。
あ
そ
こ
に
は
道
灌
山

と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
江

戸
城
の
出
城
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
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て
お
り
ま
す
。
こ
の
像
が
で
き
た

と
き
、
私
も
行
っ
て
き
た
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
当
時
の
鈴
木
知
事
が

「
回
天
一
枝
」
と
い
う
名
前
を
付

け
て
下
さ
い
ま
し
た
。
回
天
、
天

が
回
る
。
一
枝
、
山
吹
の
一
枝
と
。

こ
う
い
う
こ
と
で
、
大
変
良
い
名

前
を
付
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
中
に

あ
る
道
灌
像
は
、
皆
さ
ん
ご
存
知

か
と
思
い
ま
す
が
、
一
番
有
名
な

道
灌
像
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
東
京

都
庁
の
前
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
江

戸
城
の
方
を
見
て
立
っ
て
お
り
ま

す
。

　

こ
れ
は
１
４
５
７
年
に
太
田

道
灌
が
江
戸
城
を
造
っ
て
お
り

ま
す
か
ら
、
そ
れ
の
五
百
年
後
、

１
９
５
７
年
、
昭
和
32
年
に
開

都
５
０
０
年
祭
が
行
わ
れ
た
わ
け

で
す
。
そ
れ
を
記
念
し
て
東
京
都

が
朝
倉
文
夫
さ
ん
に
お
願
い
し
て

造
っ
た
銅
像
で
、
こ
れ
が
数
あ
る

銅
像
の
中
で
一
番
立
派
で
、
一
番

素
晴
ら
し
い
な
と
私
は
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

あ
と
、
皇
居
の
平
川
門
の
前
に

太
田
道
灌
公
追
慕
之
碑
が
ご
ざ
い

ま
す
。
江
戸
城
の
石
を
三
つ
使
っ

て
、
道
灌
を
顕
彰
す
る
文
章
が
書

か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
道
灌

没
後
４
５
０
年
、
四
百
五
十
回
忌

の
時
、
昭
和
11
年
で
す
。
当
時
の

東
京
市
長
、
牛
島
虎
太
郎
と
い
う

方
が
碑
文
を
書
い
て
お
ら
れ
ま

す
。

山
吹
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

　

道
灌
と
山
吹
の
話
は
切
っ
て
も

切
れ
な
い
話
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

道
灌
が
あ
る
日
、
城
か
ら
出
て
狩

り
に
行
っ
た
時
に
、
雨
に
降
ら
れ

た
も
の
で
す
か
ら
、
近
く
に
あ
っ

た
貧
し
い
農
家
に
入
っ
て
「
蓑
を

貸
し
て
く
れ
」
と
言
っ
た
ら
、
若

い
娘
が
出
て
き
て
山
吹
の
枝
を
一

枝
、
差
し
出
す
の
み
で
黙
っ
て
い

た
と
。
道
灌
は
「
い
や
、
私
は
蓑

を
貸
し
て
く
れ
と
言
っ
て
い
る
ん

だ
。
山
吹
の
花
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」

と
、
言
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
娘
は

黙
っ
て
い
た
の
で
、「
も
う
良
い
」

と
言
っ
て
道
灌
は
怒
っ
て
お
城
に

帰
っ
て
し
ま
っ
た
と
。
ず
ぶ
濡
れ

に
な
っ
て
。

　

城
に
帰
っ
て
か
ら
道
灌
は
、
城

の
古
老
に
「
今
日
こ
ん
な
こ
と
が

あ
っ
た
ぞ
」
と
言
っ
た
ら
、
古
老

は
「
貴
方
そ
れ
は
駄
目
で
す
ね
。

古
い
歌
に
『
七
重
八
重
花
は
咲
け

ど
も
山
吹
の
実
の
一
つ
だ
に
無
き

ぞ
か
な
し
き
』
と
い
う
歌
が
あ
る

の
で
す
。
こ
の
『
蓑
』
が
無
い
と

い
う
こ
と
と
『
実
の
』
一
つ
も
な

い
と
い
う
こ
と
を
掛
け
て
い
る
の

で
す
。
そ
ん
な
若
い
娘
が
知
っ
て

い
て
、
貴
方
が
知
ら
な
い
と
は
駄

目
で
す
ね
」
と
。
道
灌
は
は
っ

と
気
が
付
い
て
、「
あ
あ
そ
う
か
。

蓑
が
無
い
程
貧
し
か
っ
た
の
か
。

こ
れ
は
悪
い
事
を
し
た
」
と
い
う

こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
猛
烈
に
反
省

し
て
一
生
懸
命
歌
を
勉
強
し
て
、

和
歌
の
名
人
に
な
っ
た
と
、
こ
う

い
う
話
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
話
が
文
章
上
出
て
く
る
の

は
１
６
０
０
年
代
後
半
の
老
士
語

録
で
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
太
田

道
灌
が
江
戸
城
か
ら
千
葉
の
葛
西

に
狩
り
に
行
っ
た
時
に
雨
に
降
ら

れ
て
農
家
に
入
っ
て
「
蓑
を
貸
し

て
く
れ
」
と
言
っ
た
ら
、
奥
か
ら

老
女
が
「
七
重
八
重
花
は
咲
け
ど

も
山
吹
の
・
・
・
」
と
歌
っ
た
と
。

そ
れ
で
道
灌
が
「
あ
い
わ
か
っ
た
」

と
言
っ
て
帰
っ
て
し
ま
う
わ
け
で

す
。

　

そ
れ
か
ら
１
７
３
９
年
、
岡
山

の
儒
学
者
の
湯
浅
常
山
と
い
う
人

が
常
山
紀
談
と
い
う
本
を
出
し
ま

し
て
、
そ
こ
に
は
先
ほ
ど
私
が

言
っ
た
よ
う
な
物
語
に
な
っ
て
お

る
わ
け
で
す
。
や
は
り
儒
学
者
で

す
か
ら
、
教
育
的
に
書
か
な
く
て

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
老

婆
だ
と
若
干
イ
ン
パ
ク
ト
が
弱
い

の
で
、
若
い
娘
に
し
た
の
だ
と
私

は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
後
落
語
で
「
道
灌
」
と
い

う
話
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

落
ち
が
良
く
て
、
角
（
歌
道
）
が

暗
い
と
言
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、

良
く
聞
い
て
お
か
な
い
と
落
ち
を

聞
き
逃
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

江
戸
市
民
は
「
道
灌
さ
ん
」
と

言
っ
て
大
変
道
灌
を
愛
し
ま
し

た
。
非
業
の
死
を
遂
げ
た
と
い
う

こ
と
で
、
江
戸
市
民
は
判
官
贔
屓

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
の
が
大
好

き
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

　

山
吹
の
里
は
話
が
各
地
に
ご
ざ

い
ま
し
て
、
埼
玉
の
岩
槻
、
越

生
、
寄
居
、
そ
れ
か
ら
新
宿
区
で

は
山
吹
町
と
い
う
町
名
ま
で
ご
ざ

い
ま
す
。
あ
と
た
く
さ
ん
あ
る
の

で
す
け
れ
ど
も
、
最
近
伊
勢
原
市

で
は
地
元
に
も
山
吹
の
里
を
作
ろ

う
と
い
う
ふ
う
に
運
動
し
て
お
り

ま
し
て
。
こ
ん
な
も
の
は
作
っ
て

し
ま
っ
た
方
が
勝
ち
で
す
か
ら
ど

う
ぞ
、
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

道
灌
の
和
歌

　

道
灌
の
頭
の
中
を
知
る
に
は
和

歌
を
見
る
の
が
一
番
良
い
の
で
す

け
れ
ど
も
、
道
灌
の
和
歌
で
一
番

有
名
な
の
は
、「
急
が
ず
ば
濡
れ

ざ
ら
ま
し
を
旅
人
の
後
よ
り
晴
る

る
野
地
の
村
雨
」
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
恐
ら
く
、
道
灌
と
い
う

の
は
結
構
せ
っ
か
ち
な
人
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
自
分
を
戒
め
る

為
に
こ
の
よ
う
な
歌
を
作
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
二
番
目
は
、
戯
れ
歌

で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
道
灌
は
横
浜

の
小
机
城
を
攻
め
る
時
に
大
変
苦

労
し
ま
し
た
。
三
カ
月
囲
ん
で
も

ま
だ
落
ち
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

そ
こ
に
総
攻
撃
を
掛
け
よ
う
と
い

う
時
に
、
こ
の
戯
れ
歌
を
作
り
ま

し
た
。

　

「
小
机
は
先
ず
手
習
い
の
は
じ

め
に
て
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち
り
ぢ

り
に
な
る
」
と
。

　

こ
れ
に
節
を
付
け
て
兵
士
に
歌

わ
せ
て
、
突
撃
し
て
小
机
城
を
落

と
し
た
と
い
う
話
が
ご
ざ
い
ま

す
。

　

そ
れ
か
ら
道
灌
は
１
４
６
５
年

に
上
洛
し
、
後
土
御
門
天
皇
に
お

会
い
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、

天
皇
が
「
武
蔵
野
と
は
ど
ん
な
と

こ
ろ
だ
」
と
お
聞
き
に
な
り
ま
し
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た
の
で
、
道
灌
は
天
皇
が
歌
が
お

好
き
で
す
か
ら
歌
で
お
答
え
し
ま

し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
「
露
お
か

ぬ
か
た
も
あ
り
け
り
夕
立
の
空
よ

り
広
き
武
蔵
野
の
原
」
と
答
え
て

お
り
ま
す
。
夕
立
が
あ
っ
て
も
濡

れ
な
い
所
が
あ
る
ぐ
ら
い
武
蔵
野

は
広
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
胸

を
張
っ
て
道
灌
が
答
え
て
い
る
姿

が
目
に
浮
か
び
ま
す
。

　

で
、「
お
お
そ
う
か
。
で
は
都

鳥
と
い
う
の
は
ど
ん
な
鳥
だ
」
と

天
皇
が
仰
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
有
名
な
伊
勢
物
語
で
す
ね
。
道

灌
は
、「
年
ふ
れ
ど
ま
だ
知
ら
ざ

り
し
都
鳥
隅
田
川
原
に
宿
は
あ
れ

ど
も
」
と
、
答
え
て
お
り
ま
す
。

で
、「
お
お
そ
う
か
。
で
は
汝
、

そ
ん
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
の

か
」
と
言
っ
た
時
に
道
灌
が
「
わ

が
宿
は
松
原
つ
づ
き
海
近
く
富
士

の
高
嶺
を
軒
ば
に
ぞ
見
る
」
と
答

え
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
大
変

有
名
な
歌
で
す
け
れ
ど
も
、
江
戸

城
の
近
く
ま
で
海
が
来
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
こ
の
歌
か
ら
も
証
明

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

天
皇
は
「
お
お
、
お
主
な
か
な

か
や
る
な
。
私
も
歌
で
返
そ
う
」

と
い
う
こ
と
で
、「
武
蔵
野
は
か

る
か
や
の
み
と
思
い
し
に
か
か
る

言
葉
の
花
や
咲
く
ら
む
」
と
。
武

蔵
野
は
萱カ

ヤ

と
か
葦ヨ

シ

と
か
葦ア

シ

と
か
そ

う
い
う
よ
う
な
も
の
ば
か
り
と

思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ

う
な
言
葉
を
聞
い
て
花
も
咲
く
思

い
だ
、
と
歌
を
賜
っ
た
わ
け
で
、

ま
あ
道
灌
の
面
目
躍
如
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

江
戸
城
と
万
里
集
九

　

当
時
の
江
戸
城
の
築
城
の
こ
と

に
つ
い
て
も
お
話
し
し
な
く
て
は

い
け
ま
せ
ん
が
、
１
４
５
７
年
、

道
灌
が
築
城
し
て
お
り
ま
す
。
道

灌
は
候
補
地
と
し
て
あ
ち
こ
ち
見

て
回
っ
て
い
ま
す
ね
。
赤
羽
、
湯

島
、江
戸
、
品
川
、
夢
見
ヶ
崎
っ
て
、

こ
れ
川
崎
で
す
。
加
瀬
山
と
い
う

山
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
で
道

灌
は
城
を
造
る
夢
を
見
た
と
。
道

灌
が
こ
こ
で
城
を
造
っ
て
い
る
と

ま
た
後
の
歴
史
も
変
わ
っ
た
と
思

う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ

調
べ
た
結
果
、
江
戸
が
一
番
良
い

と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

築
城
時
、
道
灌
は
近
く
の
百
姓

に
「
こ
の
村
は
何
て
名
前
だ
」
と

聞
い
た
ら
、「
千
代
田
村
、
宝
田
村
、

祝
田
村
だ
」
と
こ
う
い
う
ふ
う
に

答
え
が
返
っ
て
き
た
の
で
、「
お

お
、
誠
に
吉
兆
な
名
前
ば
か
り
で

あ
る
。
こ
の
城
の
繁
栄
間
違
い
な

し
」
と
言
っ
た
と
伝
わ
っ
て
お
り

ま
す
。
事
実
、
こ
の
城
は
一
度
も

落
城
し
た
こ
と
の
な
い
、
誠
に
運

の
強
い
城
で
、
無
血
開
城
な
ん
か

も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
川
越

城
、
岩
槻
城
も
強
固
な
城
で
、
お

父
さ
ん
が
作
っ
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
川
を
巧
み
に
利
用
し
て
お
り

ま
し
た
。
江
戸
城
は
平
川
に
囲
ま

れ
、
川
越
城
は
入
間
川
に
囲
ま
れ
、

岩
槻
城
は
元
荒
川
に
抱
か
れ
る
よ

う
に
し
て
造
ら
れ
た
城
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

江
戸
城
の
当
時
の
地
図
を
見
る

と
今
と
ま
っ
た
く
違
っ
て
お
り
ま

す
。
日
比
谷
の
入
り
江
が
深
く

入
っ
て
き
て
お
り
ま
し
て
、
江
戸

前
島
と
い
う
舌
み
た
い
な
半
島
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
１
５
９
０

年
ま
で
鎌
倉
の
円
覚
寺
の
所
領

だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
徳

川
家
康
が
入
っ
て
き
て
こ
れ
を

分
捕
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。

従
っ
て
江
戸
時
代
は
「
江
戸
前
島
」

と
い
う
言
葉
は
禁
句
で
ご
ざ
い
ま

し
た
の
で
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
と
思
い
ま
す
。

　

当
時
の
江
戸
城
は
右
側
に
平
川

が
流
れ
て
お
り
ま
し
て
、
後
ろ
が

神
田
側
の
山
、
左
の
奥
が
溜
池
と

い
う
沼
地
で
、
前
が
海
。
城
と
し

て
は
大
変
良
い
城
で
、
水
が
非
常

に
良
く
湧
く
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

今
の
地
図
で
見
る
と
、
当
時
の

城
は
東
の
方
で
、
西
の
丸
、
今
の

皇
居
の
方
と
の
間
、
真
ん
中
に
道

灌
濠
と
い
う
堀
が
通
っ
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
は
昔
、
川
だ
っ
た
と
い

う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

江
戸
城
の
道
灌
の
館
の
静
勝
軒

と
い
う
と
こ
ろ
の
扁
額
、
非
常
に

大
き
な
幅
の
広
い
額
に
書
か
れ
た

文
章
と
い
う
の
が
あ
り
、
江
戸
城

の
様
子
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
徳

川
時
代
の
都
市
計
画
で
江
戸
城
が

全
部
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

今
は
も
う
こ
の
文
章
か
ら
想
像
す

る
し
か
な
い
わ
け
で
す
。

ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
塁

の
高
さ
十
余
丈
」
と
、
ま
あ
こ
れ

は
20
か
ら
30
メ
ー
ト
ル
で
す
ね
。

「
懸

け
ん
が
い
し
ょ
う
り
つ

崖
峭
立
し
て
、
め
ぐ
ら
す
に

繚り
ょ
う

垣え
ん

を
以
て
す
る
も
の
数
十
里

ば
か
り
な
り
」
と
。
崖
が
切
り

立
っ
た
よ
う
に
立
っ
て
お
り
、
周

囲
の
垣
根
は
数
十
里
ば
か
り
あ

る
と
。
ま
あ
漢
詩
で
す
か
ら
若
干

オ
ー
バ
ー
に
書
い
て
い
る
と
思
い

ま
す
。「
外
に
巨
溝
浚し

ゅ
ん
ざ
ん

塹
あ
り
」と
。

塹
壕
が
あ
る
と
。
で
、「
み
な
泉

脈
通
り
、
た
た
ふ
る
に
鱗り

ん
ぺ
き碧

を
以

て
す
」
と
。
泉
が
湧
い
て
湛
え
る

の
に
青
々
と
し
て
い
る
と
。「
巨

材
を
架
し
て
こ
れ
が
橋
と
な
し
、

以
て
出
入
の
備
へ
と
な
す
」
と
。

跳
ね
橋
で
す
ね
。「
し
か
う
し
て
、

そ
の
門
を
鉄
に
し
、
そ
の
墻

し
ょ
う

を
石

に
し
」、
墻
と
い
う
の
は
垣
根
で

す
。
袖
垣
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
を

石
造
り
に
し
て
、「
そ
の
径み

ち

を
磴と

う

に
す
」、
磴
と
い
う
の
は
石
張
り

の
こ
と
で
す
。「
左
盤
右
紆う

し
て

つ
ひ
に
そ
の
塁
に
の
ぼ
る
」
と
。

左
に
行
っ
た
り
右
に
行
っ
た
り
し

て
そ
の
塁
に
登
る
と
。
今
で
も
東

御
苑
の
あ
の
梅
林
坂
を
上
っ
て
い

た
だ
く
と
こ
ん
な
感
じ
が
出
る
と

思
い
ま
す
。

　

万
里
集
九
と
い
う
人
は
道
灌
の

詩
の
友
人
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、「
梅

花
無
尽
蔵
」
と
い
う
詩
の
作
者
で

す
。
１
４
２
８
年
生
ま
れ
。
道
灌

よ
り
四
歳
年
上
で
す
。
若
い
頃
は

相
国
寺
の
蔵
主
（
ゾ
ウ
ス
）
の
任

に
あ
り
、
文
名
の
高
さ
で
全
国
的

に
知
ら
れ
、
有
名
な
雪
舟
の
絵
に

讃
を
入
れ
た
り
し
た
と
い
い
ま

す
。
応
仁
の
乱
で
寺
も
消
失
し
、

京
を
去
り
美
濃
へ
行
っ
て
、
そ
れ

で
文
明
17
年
、
道
灌
が
亡
く
な
る

一
年
前
の
９
月
７
日
、
道
灌
の
招
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き
で
美
濃
鵜
沼
を
出
発
、
鵜
沼
と

い
う
の
は
今
の
犬
山
城
の
近
く
で

す
ね
、
10
月
２
日
、
江
戸
城
到
着
。

10
月
９
日
、
江
戸
城
で
上
杉
定
正

も
臨
席
し
て
歓
迎
会
が
催
さ
れ
ま

す
。
そ
の
後
、
江
戸
の
文
人
や
鎌

倉
五
山
の
高
僧
な
ど
と
交
流
し
、

江
戸
城
の
名
画
を
見
て
、
万
里
は

驚
き
ま
す
。
こ
こ
に
李
白
の
真

筆
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ

ん
な
も
の
は
京
都
で
も
見
た
こ
と

が
な
い
と
言
っ
て
驚
き
ま
す
。
そ

れ
か
ら
元
の
顔
輝
が
描
い
た
釈
迦

像
を
万
里
が
見
て
び
っ
く
り
す
る

わ
け
で
す
。
こ
れ
は
昔
相
国
寺
に

あ
っ
た
絵
だ
と
。
泥
棒
に
盗
ま
れ

て
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、
江
戸
城
で
見
る
と
は
驚
い
た
、

と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
蔵

書
が
六
千
冊
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

文
明
18
年
、
道
灌
が
建
長
寺
、

円
覚
寺
の
長
老
を
招
い
て
隅
田
川

で
船
の
宴
を
催
し
ま
す
。
こ
れ
は

大
変
良
い
宴
で
あ
っ
た
と
万
里
は

書
い
て
お
り
ま
す
。
６
月
10
日
、

道
灌
と
共
に
越
生
龍
穏
寺
の
父
、

道
真
を
訪
ね
、
歌
会
を
催
し
、
数

日
間
滞
在
し
ま
し
た
。
７
月
26

日
、
伊
勢
原
で
道
灌
は
謀
殺
さ
れ

ま
す
。
そ
の
後
万
里
は
江
戸
城
を

去
り
が
た
く
、
三
年
近
く
を
過
ご

し
ま
す
。

　

長
享
２
年
、
１
４
８
８
年
、
万

里
は
江
戸
を
発
っ
て
岐
阜
に
帰
り

ま
す
。
越
生
、
菅
谷
、
寄
居
、
白
井
、

三
国
峠
を
越
え
て
越
後
の
国
府
に

逗
留
し
、
そ
の
後
、
越
中
、
飛
騨

を
越
え
て
１
４
８
９
年
５
月
12

日
、
美
濃
鵜
沼
の
旧
宅
に
帰
り
ま

す
。
三
年
九
ヶ
月
の
大
旅
行
で
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
詩
歌
創
作

の
傍
ら
梅
花
無
尽
蔵
の
編
纂
を
行

い
、
七
九
歳
で
死
ん
で
お
り
ま
す
。

結
局
、
道
灌
の
こ
と
を
知
る
の
は

こ
の
梅
花
無
尽
蔵
と
い
う
本
と
道

灌
状
と
い
う
手
紙
、
確
た
る
も
の

は
そ
れ
し
か
な
い
の
で
す
ね
。

　

梅
花
無
尽
蔵
で
万
里
集
九
は
江

戸
に
着
い
た
時
に
歓
迎
会
を
や
っ

て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
で
大

変
喜
ん
で
お
り
ま
す
。「
銀
燭
光

を
添
え
」、
灯
火
が
照
ら
し
て
で

す
ね
、「
月
漸
く
円
な
り
。
相
州

の
太
守
」、
こ
れ
上
杉
定
正
で
す

ね
。
そ
れ
が
伊
勢
原
か
ら
出
て
き

て
、「
夜
、
筵
に
臨
む
」、
宴
会
が

あ
っ
た
と
。「
春
風
袖
暖
か
に
し

て
婆
娑
と
し
て
舞
う
」、
道
灌
が

歓
迎
の
意
味
で
舞
っ
た
と
。「
旅

鬢
、
労
を
忘
れ
」、
疲
れ
た
髪
の

毛
が
労
を
忘
れ
、「
意
、
仙
な
ら

ん
と
欲
す
」
と
。
仙
人
に
な
っ
た

よ
う
な
気
持
ち
で
、
大
変
気
持
ち

良
か
っ
た
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に

書
い
て
お
り
ま
す
。

道
灌
の
手
紙

　

そ
れ
か
ら
太
田
道
灌
状
と
い
う

の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
全

二
九
条
か
ら
な
る
膨
大
な
手
紙
で

す
。
道
灌
が
主
君
の
更
に
主
君
の

関
東
管
領
、
顕
定
に
出
し
て
い
る

の
で
す
ね
。
道
灌
が
あ
ち
こ
ち
で

戦
っ
て
お
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
報
告
と
そ
れ
か
ら
要
求

で
す
。
そ
の
最
終
文
に
道
灌
の
有

名
な
言
葉
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　

「
一
両
月
御
近
辺
に
伺
候
致
し
、

承
り
及
び
候
う
如
く
ば
関
東
御
静

謐
き
っ
と
こ
れ
有
り
難
く
候
か
」、

関
東
が
急
に
静
か
に
な
っ
た
と
言

う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
あ
り
え
な

い
と
。「
諸
人
の
不
運
、
こ
の
時

に
候
、
第
一
、
御
家
風
人
の
こ
と

調と
と
のは

ず
候
」
と
。
各
地
の
豪
族
の

こ
と
は
整
っ
て
お
り
ま
せ
ん
よ
、

と
。「
し
か
る
間
、
上
州
あ
た
り

の
こ
と
毎
時
猥み

だ

る
る
様
に
候
」
と
。

ま
だ
群
馬
の
方
が
乱
れ
て
お
り
ま

す
と
。「
畢
竟
」、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

「
断
ず
べ
き
に
当
り
断
ぜ
ら
れ
ざ

る
故
に
候
か
」
こ
こ
が
一
番
の
肝

心
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
顕

定
と
い
う
の
は
ど
う
も
決
め
る
こ

と
を
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

「
古
来
、
国
家
を
鎮
め
大
乱
を
治

む
る
こ
と
は
、
人
を
得
る
に
候
」

と
。「
古
人
云
く
、
国
に
三
不
祥

あ
り
」
三
つ
の
不
幸
が
あ
る
と
。

「
賢
人
有
る
を
知
ら
ず
が
一
不
祥
。

知
っ
て
用
ひ
ざ
る
が
二
不
祥
。
用

ふ
る
も
任
ぜ
ざ
る
が
三
不
祥
」
と
。

「
し
か
ら
ば
、
た
だ
徳
失
は
（
大

切
な
事
は
）
任
ず
る
と
任
ぜ
ざ
る

と
に
こ
れ
有
る
べ
く
候
か
」
と
。

「
こ
れ
ら
の
趣
、
御
意
を
得
せ
し

め
給
ふ
べ
く
候
。
恐
々
謹
言
。
高

瀬
民
部
少
輔
殿
」
と
。
直
接
や
は

り
手
紙
を
出
せ
ま
せ
ん
か
ら
、
そ

の
家
老
で
あ
る
高
瀬
民
部
少
輔
に

出
し
て
い
る
と
。
こ
う
い
う
、
大

変
な
名
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。
恐
ら

く
高
瀬
民
部
少
輔
が
こ
れ
ら
手
紙

を
た
く
さ
ん
集
め
て
置
い
て
、
後

で
公
開
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
ふ

う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
次
に
、
小
田
原
城
主

大
森
氏
頼
が
扇
谷
上
杉
定
正
に

送
っ
た
信
書
が
ご
ざ
い
ま
す
。
道

灌
と
一
緒
に
戦
っ
た
小
田
原
城
主

氏
頼
、
こ
れ
も
大
変
な
名
君
で
す
。

こ
れ
が
定
正
が
道
灌
を
殺
し
た
の

で
、
手
紙
を
出
し
て
お
り
ま
す
。

　

「
八
州
の
安
危
は
武
の
一
州
に

か
か
り
」
関
八
洲
の
安
危
は
武

蔵
の
一
州
に
か
か
り
、「
武
（
武

蔵
）
の
安
危
は
公
の
一
城
（
江
戸

城
）
に
か
か
る
」
と
。「
思
う
べ

し
、
関
八
州
は
た
だ
た
だ
公
の
双

肩
に
か
か
り
し
を
」
太
田
道
灌
の

双
肩
に
か
か
っ
て
い
る
と
。「
な

ん
ぞ
や
そ
の
公
を
謀
殺
し
、
求
め

て
日
月
を
地
に
落
と
す
と
は
。
吾

ま
さ
に
断
腸
の
極
み
。
君
ま
さ
に

慙
愧
す
べ
し
」
と
。
こ
う
い
う
ふ

う
に
堂
々
と
主
君
を
諌
め
て
お
り

ま
す
。

　

こ
の
大
森
家
も
、
こ
の
息
子
が

ま
た
馬
鹿
な
も
の
で
す
か
ら
、
伊

豆
の
北
条
早
雲
か
ら
付
け
届
け
を

た
く
さ
ん
貰
っ
て
い
い
気
に
な
っ

て
い
る
時
に
、
北
條
早
雲
に
一
気

に
小
田
原
城
を
取
ら
れ
て
し
ま

い
、
そ
れ
で
北
条
氏
は
だ
ん
だ
ん

だ
ん
だ
ん
関
東
に
出
て
き
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で

す
。

　

時
間
が
参
り
ま
し
た
の
で
、
こ

こ
で
終
わ
り
た
い
と
い
う
ふ
う
に

思
い
ま
す
。
大
変
雑
な
説
明
で
申

し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど

う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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