
虚
構
の
中
の
桶
狭
間

-
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
小
論
I

〓
)

寛
政
元
年
(
l
七
八
九
)
二
月
初
演
『
木
下
蔭
狭
間
今
野
は
､
初
編
五
冊
･
次
編
五
冊
か
ら
な

る
太
閤
記
物
の
時
代
浄
瑠
璃
で
あ
る
｡
作
中
の
年
代
設
定
は
､
二
冊
目
が
天
文
十
九
年
(
1
五
五
〇
)

夏
で
あ
-
､
一
冊
冒
｢
発
端
｣
と
二
冊
目
の
間
､
お
よ
び
五
冊
目
と
六
冊
目
の
間
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ

十
余
年
の
時
間
経
過
を
置
-
｡
前
半
の
初
編
五
冊
は
此
下
当
寺
久
書
(
木
下
藤
書
郎
秀
吉
)
　
が
小
田

春
永
(
織
田
信
長
)
　
に
仕
え
る
以
前
の
時
期
に
あ
て
ら
れ
'
次
編
六
冊
日
に
至
っ
て
当
書
が
小
田
方

の
　
｢
新
参
の
軍
師
｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
敵
国
美
濃
の
陣
中
で
報
じ
ら
れ
る
｡
史
実
の
豊
臣
秀
吉

(
1
五
三
七
…
九
八
)
　
に
あ
て
は
め
れ
ば
､
二
十
代
頃
ま
で
の
事
跡
を
扱
う
作
品
と
い
う
こ
と
に
な

る
｡本

作
で
の
当
書
は
'
斎
藤
義
竜
と
の
合
戦
で
は
軍
師
と
し
て
小
田
方
を
勝
利
に
導
き
､
管
領
三
好

長
慶
に
よ
る
足
利
将
軍
義
輝
試
逆
計
画
で
は
､
そ
れ
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
､
春
永
の
名
代
と
し
て
上

洛
す
る
｡
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
は
'
こ
う
し
た
若
き
日
の
此
下
当
寺
の
活
躍
を
中
心
に
'
盗
賊
石

川
五
右
衛
門
の
生
立
ち
･
当
吉
と
五
右
衛
門
の
出
会
い
か
ら
対
決
と
い
っ
た
内
容
の
別
筋
が
'
こ
れ

に
絡
む
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
｡

い
う
ま
で
も
な
-
､
題
名
中
に
あ
る
　
｢
狭
間
合
戦
｣
は
､
桶
狭
間
の
戦
い
を
利
か
せ
て
い
る
｡
永

禄
三
年
(
l
五
六
〇
)
　
五
月
'
尾
張
に
進
攻
し
て
き
た
今
川
義
元
(
1
五
1
九
-
六
〇
)
と
織
田
信

長
(
一
五
三
四
-
八
二
)
　
に
よ
る
合
戦
で
あ
る
｡

『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
　
で
戦
闘
場
面
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
ほ
七
冊
日
｢
竹
中
砦
の
段
｣
　
の
み
で

あ
る
｡
直
前
の
六
冊
冒
｢
池
鯉
鮒
陣
所
｣
｢
熱
田
社
｣
は
｢
竹
中
砦
｣
と
同
日
の
出
来
事
で
あ
-
､

内
容
の
上
か
ら
も
連
続
し
て
い
る
｡
作
中
で
桶
狭
間
の
戦
い
を
利
か
せ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
､
六

冊
日
･
七
冊
目
を
措
い
て
他
に
は
あ
-
え
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
｢
竹
中
砦
｣
に
今
川
義
元
は

登
場
し
な
い
｡
小
田
春
永
と
対
戦
し
て
い
る
の
は
斎
藤
義
竜
で
あ
る
｡
こ
れ
は
｢
田
楽
狭
間
の
戦
い

G
>

を
斎
藤
道
三
の
息
子
義
竜
に
置
き
換
え
た
趣
向
｣
だ
か
ら
で
あ
る
｡

史
実
と
し
て
の
桶
狭
間
と
本
作
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
'
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ

て
　
　
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
O
近
年
で
は
､
外
題
に
｢
狭
間
合
戦
｣
と
あ
る

飯
　
　
島

満

以
上
は
自
明
な
事
柄
と
み
な
さ
れ
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
'
両
者
の
結
び
付
き
に
敢
え
て
言
及

:o:

し
な
い
傾
向
に
あ
る
｡
そ
こ
で
本
稿
で
は
､
｢
田
楽
狭
間
の
戦
い
を
斎
藤
道
三
の
息
子
義
竜
に
置
き

換
え
た
趣
向
｣
が
ど
の
よ
う
な
形
で
具
体
的
に
実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
､
改
め
て
整
理
し

て
み
た
い
と
思
う
｡

(二)

(
-
)

ま
ず
は
､
所
謂
｢
歴
史
｣
上
の
桶
狭
間
の
戦
い
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
-
｡

今
川
氏
は
足
利
幕
府
以
来
駿
河
守
護
を
世
襲
し
て
き
た
名
家
で
あ
っ
た
｡
義
元
の
頃
に
は
､
隣
国

の
遠
江
二
二
河
ま
で
も
が
支
配
下
に
あ
-
､
当
時
と
し
て
は
最
大
規
模
の
軍
事
力
を
有
す
る
東
海
地

方
随
1
の
大
名
と
な
っ
て
い
た
.
1
万
の
織
田
信
長
は
､
よ
う
や
-
尾
張
半
国
を
平
定
し
ょ
う
と
し

て
い
た
頃
で
あ
る
｡
今
川
義
元
が
兵
を
尾
張
方
面
に
動
か
し
た
目
的
は
上
洛
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
｡
義
元
は
進
軍
当
初
か
ら
信
長
の
尾
張
を
併
呑
し
て
行
-
つ
も
-
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
通
-
道
に

あ
る
弱
小
国
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
事
実
､
軍
事
力
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
た
｡
『
信

長
乱
訟
』
に
よ
れ
ば
,
今
川
勢
の
自
称
｢
四
万
五
千
｣
に
対
し
,
信
長
方
は
｢
二
千
に
足
ら
ざ
る
御

人
数
｣
　
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
そ
の
義
元
を
､
信
長
は
三
河
か
ら
程
な
い
尾
張
領
田
楽
狭
間
(
桶
狭
間

の
北
方
･
硯
愛
知
県
豊
明
市
)
　
で
戦
死
に
追
い
込
む
｡
今
日
で
こ
そ
今
川
方
が
動
か
し
得
た
実
勢
兵

力
は
約
二
万
五
千
と
推
測
さ
れ
て
い
る
も
の
の
､
と
も
か
-
約
十
分
の
一
程
度
の
兵
力
で
信
長
は
勝

利
を
お
さ
め
た
こ
と
に
な
る
｡

兵
力
の
上
で
は
圧
倒
し
て
い
た
は
ず
の
今
川
義
元
を
織
田
信
長
が
撃
退
す
る
｡
源
義
経
に
よ
る
一

の
谷
の
戦
い
(
寿
永
三
年
〔
二
八
四
〕
二
月
)
や
屋
島
の
戦
い
(
文
治
元
年
〔
二
八
五
〕
二
月
)

な
ど
と
同
様
'
典
型
的
な
奇
襲
攻
撃
に
よ
る
勝
利
で
あ
っ
た
｡
桶
狭
間
の
戦
い
は
､
そ
れ
ま
で
東
海

の
出
来
星
大
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
信
長
の
名
を
全
国
に
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
｡
後
世
か
ら
顧
み

れ
ば
､
信
長
が
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
全
国
制
覇
の
第
一
歩
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

う
｡
多
-
の
人
形
浄
瑠
璃
の
作
者
に
と
っ
て
､
興
味
を
惹
か
れ
る
題
材
の
一
つ
だ
っ
た
に
違
い
な
い
｡

と
こ
ろ
が
'
近
世
に
お
い
て
は
､
脚
色
の
対
象
と
し
て
迂
閥
に
手
を
出
せ
な
い
事
情
が
'
桶
狭
間
の

戦
い
に
は
あ
っ
た
｡
尾
張
を
攻
撃
す
る
側
に
は
､
今
川
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
三
河
岡
崎
の
当
主
が

-83-



1
9

加
わ
っ
て
い
る
｡
於
平
元
康
､
後
の
徳
川
家
康
　
(
一
五
二
四
-
一
六
一
六
)
　
で
あ
る
｡
家
康
が
敗
戦

側
に
い
た
桶
狭
間
の
戟
い
は
､
あ
ま
-
に
直
裁
な
脚
色
で
は
舞
台
に
の
せ
に
-
い
の
で
あ
る
｡

も
っ
と
も
､
今
川
義
元
の
実
名
を
出
す
こ
と
､
そ
れ
自
体
へ
の
遠
慮
は
'
さ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
｡
桶
狭
間
以
後
'
今
川
氏
の
豪
勢
は
急
速
に
衰
え
る
｡
江
戸
時
代
に
は
､

高
家
と
し
て
辛
う
じ
て
家
名
を
保
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
､
仮
名
で
す

ら
､
小
田
春
永
や
此
下
当
吉
に
類
す
る
よ
う
な
容
易
に
実
名
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
れ
ば
､
合
戦

の
場
面
に
は
出
し
に
-
い
｡
桶
狭
間
の
戦
い
を
脚
色
し
て
い
る
こ
と
が
あ
か
ら
さ
ま
に
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
｡
題
材
が
桶
狭
間
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
､
松
平
元
康
は
作
中
の
誰
な
の
か
と
い

っ
た
詮
索
が
起
こ
-
う
る
｡
上
演
差
し
止
め
を
命
じ
ら
れ
る
危
険
性
も
当
然
出
て
-
る
で
あ
ろ
う
｡

小
田
春
永
と
敵
対
す
る
隣
国
の
戦
国
大
名
と
し
て
　
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
　
に
登
場
す
る
の
は
､
美

濃
の
斎
藤
道
三
と
義
竜
父
子
だ
け
で
あ
る
｡
戦
っ
て
い
る
の
は
､
表
向
き
は
､
美
濃
と
尾
張
で
あ
る
｡

そ
こ
で
､
｢
歴
史
｣
上
の
美
濃
斎
藤
氏
三
代
と
織
田
信
長
の
関
係
に
つ
い
て
も
､
念
の
た
め
､
概
観

､
蝣
-
/
-
-
I
I

し
て
お
き
た
い
｡

戦
国
時
代
'
美
濃
と
尾
張
は
長
-
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
｡
斎
藤
山
城
守
道
三
　
(
一
四
九
四
-
一
五

五
六
)
　
と
実
際
に
対
戦
し
て
い
た
の
は
､
信
長
で
は
な
-
父
の
織
田
信
秀
(
一
五
一
〇
-
五
一
)
　
で

あ
る
｡
道
三
が
天
文
十
一
年
(
一
五
四
二
)
　
に
美
濃
を
押
領
す
る
以
前
か
ら
､
信
秀
は
事
あ
る
ご
と

に
美
濃
へ
攻
め
入
っ
て
い
る
｡
美
濃
の
攻
略
が
目
的
で
あ
っ
た
｡
天
文
十
八
年
(
一
五
四
九
)
二
月
､

道
三
の
娘
(
濃
姫
)
と
信
長
の
政
略
結
婚
が
整
い
､
両
国
は
和
睦
す
る
｡
結
局
､
信
長
本
人
は
岳
父

の
道
三
と
戦
地
で
相
対
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
弘
治
二
年
(
一
五
五
六
)
　
四
月
'
道
三
は
継
嗣
で

あ
る
斎
藤
義
竜
(
一
五
二
七
-
六
一
)
　
と
の
内
戦
で
首
を
討
た
れ
敗
死
す
る
｡
義
竜
の
廃
嫡
を
道
三

が
決
意
し
た
こ
と
が
原
因
だ
っ
た
と
い
う
｡
道
三
の
媛
後
'
信
長
は
執
掬
に
美
濃
へ
侵
攻
す
る
よ
う

に
な
る
｡
た
だ
し
､
信
長
が
美
濃
斎
藤
氏
の
居
城
で
あ
る
稲
葉
山
城
を
攻
め
陥
し
た
の
は
'
永
禄
十

年
(
一
五
六
七
)
八
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
｡
既
に
義
竜
は
永
禄
四
年
五
月
に
病
死
し
て
お
-
'

美
濃
か
ら
敗
走
し
た
の
は
義
竜
の
嫡
男
斎
藤
竜
興
(
一
五
四
八
-
七
三
)
　
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
'
若

き
日
の
秀
吉
の
武
勇
伝
と
し
て
名
高
い
永
禄
九
年
九
月
の
墨
俣
で
の
築
城
(
『
太
臥
整
)
,
通
称
｢
墨

俣
の
1
夜
城
｣
は
､
こ
の
と
き
の
美
濃
攻
略
を
め
ぐ
る
攻
防
戦
の
一
齢
で
あ
っ
た
｡

『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
二
冊
目
･
三
冊
目
は
､
｢
竹
中
砦
｣
に
至
る
美
濃
･
尾
張
両
国
の
合
戦
前
史

に
相
当
す
る
｡
舞
台
は
美
濃
で
あ
る
｡
斎
藤
道
三
と
三
好
長
慶
は
'
｢
心
よ
か
ら
ぬ
小
田
春
永
｣
を
､

美
濃
に
下
向
す
る
御
院
傍
の
饗
応
取
持
役
と
し
て
伺
候
さ
せ
､
そ
の
場
で
毒
殺
し
て
し
ま
お
う
と
企

ゐ

げ

う

む
｡
稲
葉
山
城
に
や
っ
て
来
た
春
永
が
｢
異
形
の
出
立
チ
｣
　
で
あ
る
と
の
知
ら
せ
を
受
け
た
道
三
の

そ

な

ふ

う

家
臣
達
は
､
噸
弄
し
ょ
う
と
待
ち
受
け
る
が
､
装
束
を
｢
天
情
イ
備
は
る
大
名
風
｣
　
に
改
め
た
春
永

の
威
儀
に
気
を
呑
ま
れ
退
散
す
る
｡
道
三
の
悪
計
に
便
乗
し
た
義
竜
は
､
父
親
道
三
の
毒
殺
に
は
成

功
す
る
も
の
の
､
肝
心
の
春
永
は
取
-
逃
が
し
て
し
ま
う
｡
春
永
を
慕
う
道
三
の
娘
花
形
姫
は
そ
の

跡
を
追
う
｡

信
長
と
道
三
が
直
接
会
見
し
た
の
は
史
実
で
あ
る
｡
勿
論
､
道
三
の
生
前
に
信
長
が
美
濃
稲
葉
山

城
に
出
向
い
た
こ
と
は
な
い
｡
二
人
が
参
会
し
た
の
は
う
天
文
二
十
二
年
(
l
五
五
三
)
　
四
月
'
両

(

S

)

ゐ

げ

う

国
の
ほ
ぼ
中
間
地
点
に
位
置
し
て
い
た
富
田
聖
徳
寺
に
お
い
て
で
あ
っ
た
｡
作
中
で
春
永
が
｢
異
形

ふ
う

の
出
立
チ
｣
か
ら
｢
大
名
風
｣
に
改
め
周
囲
を
驚
か
せ
る
と
い
う
場
面
は
'
こ
の
と
き
の
出
来
事
か

マ
マ

ら
着
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
『
信
長
公
記
』
は
　
｢
斎
藤
山
城
道
三
､
富
田
の
寺
内
正
徳
寺
ま
で
罷

し
う
ち
や
く

出
づ
べ
-
候
間
'
織
田
上
総
介
殿
も
是
ま
で
御
出
で
候
は
ゞ
祝
着
た
る
べ
-
候
'
対
面
あ
-
た
き

の
趣
申
し
越
し
候
｣
と
､
二
人
の
会
見
は
道
三
側
か
ら
の
申
し
出
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
｡
信
長
は
年

少
の
頃
か
ら
異
装
を
好
み
､
元
服
後
も
型
破
-
の
挙
動
が
修
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
､
多
く
の
者

は
信
長
を
｢
た
わ
け
者
｣
と
評
し
て
い
た
｡
道
三
が
娘
婿
で
あ
る
信
長
と
の
会
見
を
求
め
た
の
は
､

そ
の
実
否
を
自
分
の
日
で
確
か
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
信
長
は
､
聖
徳
寺
ま
で
は
奇
矯
な
風

体
で
や
っ
て
来
る
が
'
道
三
と
の
対
面
の
場
に
は
尋
常
の
衣
服
に
着
替
え
て
現
れ
る
｡
『
信
長
公
記
』

わ
ぎ
と

は
｢
御
家
中
の
衆
見
申
候
て
､
去
て
は
此
比
た
わ
け
を
態
御
作
り
候
よ
と
､
肝
を
消
し
｣
'
さ
ら
に

道
三
は
聖
徳
寺
か
ら
の
帰
途
｢
山
城
が
子
供
た
わ
け
の
門
外
に
馬
を
繋
ぐ
べ
き
事
'
案
の
内
に
て
侯
｣

と
予
言
し
た
と
伝
え
る
｡

二
冊
冒
二
二
冊
目
に
は
､
こ
う
し
た
周
知
と
も
い
う
べ
き
題
材
に
よ
る
場
面
や
脚
色
が
散
見
す

る
｡
例
え
ば
､
常
軌
を
逸
し
た
信
長
の
行
動
の
中
で
も
取
分
け
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
父
信
秀
の

げ

ん

ざ

い

ふ

そ

れ

い

ぴ

や

う

ま

つ

か

う

つ

か

な

げ

葬
儀
で
祭
壇
に
抹
香
を
投
げ
付
け
た
と
い
う
一
件
は
､
｢
現
在
父
祖
の
霊
廟
へ
｡
抹
香
掴
ん
で
投
た

ひ

つ

け

う

き

や

う

ふ

る

ま

い

と
や
ら
｡
畢
克
狂
人
ン
同
然
ン
の
行
跡
｣
と
､
本
作
中
で
は
道
三
の
家
臣
に
よ
る
噂
話
の
中
で
生
か

さ
れ
て
い
る
｡
義
竜
に
よ
る
父
親
道
三
の
毒
殺
､
道
三
の
娘
花
形
姫
の
春
永
へ
の
恋
慕
も
'
義
竜
に

よ
る
道
三
試
殺
､
信
長
と
濃
姫
の
政
略
結
婚
を
脚
色
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
三
冊
日

の
結
末
は
'
春
永
が
美
濃
か
ら
尾
張
へ
単
身
逃
れ
去
る
場
面
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
美
濃
と
の

合
戦
の
度
に
尾
張
へ
押
し
戻
さ
れ
敗
走
し
た
と
い
う
信
長
の
姿
を
面
影
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

i*ra

六
冊
目
･
七
冊
目
は
､
そ
れ
か
ら
十
余
年
後
の
　
｢
文
録
四
年
の
夏
｣
　
で
あ
る
｡
美
濃
と
尾
張
は
交

き
よ
ふ
ゆ

戦
中
で
'
｢
去
冬
よ
り
の
合
戦
｣
は
終
盤
を
迎
え
て
い
る
｡
戦
闘
は
尾
張
に
侵
攻
し
た
美
濃
軍
が
優

ら
つ
き
よ

位
に
進
め
て
お
-
､
義
竜
は
　
｢
今
1
ッ
戟
ン
に
て
敵
の
落
去
｣
と
見
て
い
た
O

と
こ
ろ
が
､
美
濃
の
軍
師
竹
中
官
兵
衛
重
晴
(
竹
中
半
兵
衛
重
治
)
　
は
､
尾
張
軍
の
連
敗
を
読
計

で
は
な
い
か
と
警
戒
し
､
こ
こ
し
ば
ら
-
は
義
竜
に
出
兵
を
控
え
さ
せ
て
い
る
｡
腸
着
状
態
の
中
､

は
か
り
ご
と

左
枝
犬
清
(
前
田
犬
千
代
)
　
は
'
官
兵
衛
の
預
る
砦
内
で
　
｢
軍
師
久
喜
が
謀
｣
を
一
命
を
賭
し
て

遂
行
し
､
春
永
の
手
勢
は
少
数
と
の
情
報
が
確
実
な
も
の
で
あ
る
と
官
兵
衛
に
思
い
込
ま
せ
る
｡
出

陣
し
た
義
竜
は
'
当
吉
の
策
略
で
狭
隆
な
地
に
追
い
詰
め
ら
れ
､
そ
こ
で
首
を
討
た
れ
敗
死
す
る
｡

戦
国
時
代
､
実
際
に
美
濃
と
尾
張
の
間
で
は
戦
闘
が
幾
度
と
な
-
級
-
返
さ
れ
て
い
た
｡
六
冊
目
･

七
冊
目
の
合
戦
は
､
二
冊
目
二
二
冊
日
で
措
か
れ
て
い
た
両
国
の
緊
張
関
係
を
受
け
た
も
の
で
あ

-
､
｢
歴
史
｣
上
の
合
戦
　
(
あ
る
い
は
複
数
の
合
戦
を
畳
み
込
ん
だ
も
の
)
　
を
題
材
と
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
展
開
す
る
｡
確
か
に
'
史
実
で
も
最
終
的
に
は
美
濃
斎
藤
氏
は
信
長
に
敗
れ
る
｡
そ
れ
を
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義
竜
の
戦
死
と
い
う
形
に
脚
色
し
た
の
だ
と
考
え
れ
ば
､
｢
竹
中
砦
｣
　
の
結
末
は
｢
歴
史
｣
か
ら
逸

脱
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
作
中
で
の
武
力
衝
突
の
内
実
は
､
美
濃
と

尾
張
の
も
の
と
し
て
は
､
あ
ま
-
に
も
非
｢
歴
史
｣
的
な
の
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
'
美
濃
･
尾
張
の
国
境
を
侵
し
て
い
た
の
は
'
専
ら
織
田
側
な
の
で
あ
る
｡
上
洛
を
目

論
む
信
長
に
と
っ
て
'
美
濃
の
攻
略
は
是
非
と
も
必
要
で
あ
っ
た
｡
美
濃
路
を
と
る
こ
と
が
京
都
へ

(3)

の
最
短
距
離
だ
か
ら
で
あ
る
｡
反
対
に
､
美
濃
の
軍
勢
が
積
極
的
に
尾
張
へ
外
征
し
た
こ
と
は
な
か

(H)

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
美
濃
斎
藤
氏
三
代
の
中
で
美
濃
と
尾
張
の
戦
闘
で
討
死
し
た
者
も
い
な
い
｡
道

三
に
し
ろ
義
竜
に
し
ろ
､
織
田
軍
と
の
合
戦
で
は
､
決
定
的
な
敗
北
を
喫
し
た
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
｡

た
だ
1
人
敗
れ
た
竜
興
に
し
て
も
､
毅
し
た
の
は
天
正
元
年
(
1
五
七
三
)
　
で
あ
る
｡
身
を
寄
せ
て

い
た
越
前
朝
倉
氏
が
信
長
に
滅
ぼ
さ
れ
た
と
き
､
運
命
を
共
に
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
本
作
の
よ
う
に
'

美
濃
の
当
主
が
尾
張
領
内
へ
兵
を
進
め
､
尾
張
領
内
で
敗
死
す
る
と
い
う
よ
う
な
合
戦
､
あ
る
い
は

こ
れ
に
類
似
し
た
経
過
を
た
ど
る
両
国
の
合
戦
は
､
｢
歴
史
｣
上
存
在
し
な
い
｡
そ
の
意
味
に
お
い

て
'
｢
竹
中
砦
｣
　
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
､
架
空
の
合
戦
な
の
で
あ
る
｡

春
永
と
義
竜
の
決
戦
の
地
も
､
本
作
が
美
濃
と
尾
張
の
合
戦
を
措
い
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
'
到

お

け

ほ

ぎ

ま

た

む

ろ

底
｢
歴
史
｣
上
あ
-
え
な
い
設
定
で
あ
る
｡
｢
竹
中
砦
｣
　
で
注
進
が
｢
桶
狭
間
に
屯
有
ル
｡
義
竜
公

･
の
御
陣
ン
の
勢
｣
と
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
､
桶
狭
間
で
戦
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

美
濃
と
尾
張
の
合
戦
場
と
し
て
広
-
知
ら
れ
て
い
る
の
は
墨
俣
(
現
岐
阜
県
安
八
郡
墨
俣
町
)
　
で

あ
る
｡
墨
俣
は
木
曽
川
と
長
良
川
の
合
流
点
で
'
両
国
の
境
界
線
に
位
置
す
る
｡
墨
俣
の
北
が
美
濃
､

南
が
尾
張
と
な
る
｡
当
然
の
こ
と
な
が
ら
作
者
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
｡
合
戦
の
場
所
と
し
て
二
回
､

要強要
さ
か
い
す
　
　
ま
た
(
3
)
　
た
い
ぢ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
う
ち
　
　
さ
か
い
　
す
の
ま
た
　
　
　
　
た
い
ち
ん
　
L
や
う
ふ
　
　
　
ご

ク
境
洲
の
股
川
に
対
陣
せ
L
が
｣
'
｢
領
地
の
境
｡
洲
股
川
に
対
陣
し
勝
負
は
牛
角
と
見
へ
た

JTiと

言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
春
永
が
美
濃
か
ら
脱
出
す
る
三
冊
日
の
場
面
に
も

け
ふ
-

ひ
ら
り
と
飛
込
ム
水
煙
｣
と
あ
る
｡
そ
う
し
た
知
識
が
あ
-
な
が
ら
'
｢
竹
中
砦
｣
　
で
は

れ

う

ち

さ

か

い

す

の

ま

た

し

げ

は

る

は

か

両
軍
を
｢
領
地
の
境
｡
洲
股
｣
で
激
突
さ
せ
な
か
っ
た
｡
｢
軍
師
竹
中
官
兵
衛
重
晴
が
計
ら
い
に
て
｡

み

か

は

じ

せ

め

此
参
河
路
へ
後
陣
ン
を
廻
し
乗
手
よ
-
攻
た
る
故
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
本
作
中
で
の
美
濃
軍
は
､
三

河
ま
で
遠
征
し
て
来
て
お
-
､
北
か
ら
で
は
な
-
､
｢
乗
手
よ
-
｣
春
永
を
攻
撃
し
て
い
た
の
で
あ

し

げ

は

る

は

か

っ
た
｡
こ
こ
で
の
｢
竹
中
官
兵
衛
重
晴
が
計
ら
い
｣
は
'
両
軍
が
南
北
に
対
峠
す
る
墨
俣
に
お
い
て
､

美
濃
軍
の
一
部
が
虚
を
突
い
て
東
方
か
ら
尾
張
軍
を
急
襲
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
小
規
模
な
作
戦
で

は
な
い
｡
現
在
の
県
名
で
い
え
ば
､
岐
阜
県
か
ら
攻
撃
し
て
い
た
主
力
部
隊
が
'
東
に
大
き
-
迂
回

し
て
静
岡
県
側
に
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
ほ
と
ん
ど
実
現
不
可
能
と
い
う
だ
け
で
な
-
'

政
治
情
勢
の
上
か
ら
見
て
も
無
理
が
あ
る
｡
三
河
松
平
氏
は
､
桶
狭
間
以
前
で
あ
れ
ば
今
川
義
元
の

支
配
下
に
あ
り
､
以
後
で
あ
れ
ば
織
田
信
長
と
同
盟
関
係
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡

春
永
と
義
竜
の
決
戦
が
桶
狭
間
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
､
｢
竹
中
砦
｣
　
の
後
半
､
三
回
登
場
す

る
注
進
の
内
の
二
人
目
が
､
軍
師
竹
中
官
兵
衛
に
義
竜
の
苦
戦
を
報
告
す
る
際
に
一
度
だ
け
出
て
-

る
(
三
人
目
の
注
進
で
は
普
通
名
詞
｢
狭
間
｣
が
1
度
)
｡
た
だ
し
､
桶
狭
間
と
い
う
地
名
こ
そ
｢
竹

中
砦
｣
　
の
後
半
に
一
度
し
か
出
て
こ
な
い
が
､
｢
歴
史
｣
上
の
桶
狭
間
の
戦
い
に
直
結
す
る
地
理
的

名
称
で
あ
れ
ば
､
実
は
六
冊
目
｢
池
鯉
鮒
陣
所
｣
か
ら
､
何
度
と
な
く
作
中
に
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡
こ
と
義
竜
側
の
人
物
に
関
し
て
は
､
竹
中
半
兵
衛
重
治
(
一
五
四
四
-
七
九
)
を
除
け
ば
'
美

濃
の
地
名
に
因
む
お
そ
ら
-
架
空
の
人
名
(
四
の
宮
源
吾
･
垂
井
藤
太
･
大
垣
三
郎
等
々
)
を
無
難

に
も
出
す
だ
け
で
､
今
川
義
元
お
よ
び
義
元
陣
中
の
人
物
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
武
将
を
全
く
登
場
さ

せ
な
い
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
｡

ち

り

ふ

ゑ

き

の

ぢ

ん

三
河
路
で
義
竜
は
｢
池
鯉
鮒
の
駅
に
野
陣
｣
を
構
え
て
い
た
｡
池
鯉
鮒
(
硯
愛
知
県
知
立
市
)
は
'

<
3

今
川
義
元
が
三
河
で
本
陣
を
置
い
た
場
所
の
一
つ
で
あ
っ
た
｡

わ

し

づ

ま

る

ね

｢
竹
中
砦
｣
の
小
田
側
の
戦
況
は
､
｢
鷲
津
丸
根
を
始
と
し
て
｣
既
に
幾
つ
か
の
砦
を
打
ち
破
ら
れ
､

た
ん
げ

｢
残
る
は
丹
下
中
島
両
所
｣
で
あ
っ
た
と
設
定
さ
れ
る
｡
こ
れ
ら
四
つ
の
砦
は
'
尾
張
領
内
に
あ
る

今
川
方
の
最
重
要
拠
点
､
大
高
城
と
鳴
海
城
の
付
城
(
敵
対
国
の
城
を
攻
撃
す
る
目
的
で
築
か
れ
る

軍
事
基
地
)
と
し
て
実
在
し
て
い
た
｡
大
高
城
に
対
時
す
る
鷲
津
砦
(
現
愛
知
県
名
古
屋
市
緑
区
大

高
町
に
砦
跡
)
と
丸
根
砦
(
同
地
に
砦
跡
)
　
は
'
信
長
の
領
地
の
中
で
は
対
今
川
軍
の
最
前
線
に
位

置
す
る
こ
と
と
な
-
､
桶
狭
間
の
戦
い
で
は
､
作
中
で
の
合
戦
経
過
と
同
様
､
莫
先
に
攻
め
陥
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
｡
丹
下
砦
と
中
島
砦
は
'
善
照
寺
砦
(
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
中
に
は
出
て
こ
な

い
)
と
共
に
､
今
川
軍
の
進
撃
を
間
近
に
控
え
た
信
長
が
'
鳴
海
城
を
攻
略
す
る
た
め
に
'
新
た
に

設
け
た
も
の
　
(
い
ず
れ
も
現
名
古
屋
市
緑
区
鳴
海
町
に
砦
跡
)
　
で
あ
っ
た
｡
『
信
長
公
記
』
　
に
拠
れ

ば
､
鷲
津
･
丸
根
両
砦
が
陥
落
し
た
後
'
信
長
は
居
城
の
あ
る
清
洲
か
ら
丹
下
砦
､
善
照
寺
砦
､
中

島
砦
と
出
向
き
､
そ
こ
か
ら
桶
狭
間
に
向
か
っ
た
と
い
う
｡

ひ
や
う
ら
う

ま
た
､
小
田
方
が
｢
矢
種
兵
狼
玉
葉
も
至
っ
て
乏
し
き
小
勢
｣
　
に
過
ぎ
ず
､
｢
敵
キ
の
多
勢
に
-

い
は
ほ

ら
へ
て
は
巌
に
玉
子
を
打
が
ご
と
し
｣
　
で
あ
る
と
い
う
状
況
は
'
半
ば
義
竜
を
お
び
き
寄
せ
る
た
め

の
偽
情
報
で
は
あ
っ
た
が
､
桶
狭
間
の
戦
い
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
自
軍
を
完
全
に
圧
倒
す

る
軍
勢
を
自
領
で
迎
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
'
信
長
の
生
涯
で
も
桶
狭
間
の
戦
い
だ
け

で
あ
っ
た
｡
｢
歴
史
｣
上
は
病
死
し
て
い
た
は
ず
の
斎
藤
義
竜
は
　
｢
竹
中
砦
｣
　
で
は
首
を
討
た
れ
最

期
を
遂
げ
る
｡
こ
れ
も
､
田
楽
桶
狭
で
今
川
義
元
が
乱
戦
の
さ
な
か
首
を
討
た
れ
敗
死
し
た
か
ら
で

あ
る
｡そ

の
他
に
､
小
田
春
永
の
家
臣
に
'
桶
狭
間
と
関
わ
-
合
い
の
あ
る
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
｡

春
永
か
ら
勘
当
を
受
け
て
い
る
左
枝
犬
活
で
あ
る
｡
永
禄
二
年
､
前
田
利
家
　
(
一
五
三
八
-
九
九
)

は
､
信
長
の
同
朋
捨
阿
弥
を
斬
殺
し
､
出
仕
停
止
処
分
を
受
配
響
『
信
長
公
記
』
は
｢
義
元
合
戦

に
も
､
朝
合
戦
に
頚
一
つ
'
惣
崩
れ
に
頚
二
つ
取
-
進
上
候
へ
ど
も
｣
､
信
長
の
勘
気
は
解
け
な
か

っ
た
と
伝
え
る
｡
本
作
で
は
､
｢
竹
中
砦
｣
　
で
切
腹
す
る
左
枝
犬
清
の
遺
児
を
左
枝
時
家
　
(
前
田
利

衣
)
　
と
す
る
｡
桶
狭
間
合
戦
の
頃
､
実
際
に
信
長
の
勘
気
を
蒙
っ
て
い
た
の
は
利
家
本
人
で
あ
-
'

父
親
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
､
左
枝
犬
清
の
人
物
設
定
も
ま
た
､
｢
竹
中
砦
｣
　
が
桶
狭
間
の
戦
い
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
｡
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｢
竹
中
砦
｣
で
叙
述
さ
れ
る
戦
闘
は
､
対
戦
し
て
い
る
の
が
美
濃
と
尾
張
で
あ
る
な
ら
ば
'
｢
歴
史
｣

的
事
実
と
合
致
し
な
い
｡
合
戦
の
状
況
や
経
過
､
地
名
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
し
て
'
対
戦
相
手

だ
け
を
今
川
義
元
か
ら
斎
藤
義
竜
に
入
れ
換
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
生

じ
た
不
整
合
は
､
戦
国
時
代
の
　
｢
歴
史
｣
や
地
理
に
つ
い
て
､
い
さ
さ
か
な
-
と
も
精
通
し
て
い
な

い
限
-
､
容
易
に
は
気
が
付
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡
敵
対
し
て
い
た
美
濃
と
尾
張
の
｢
歴
史
｣
的
事
実

に
基
づ
-
二
冊
目
二
二
冊
日
は
､
六
冊
日
･
七
冊
n
n
で
の
架
空
の
合
戦
に
'
一
種
の
現
実
味
を
帯
び

さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
え
る
｡

桶
狭
間
の
戦
い
で
木
下
藤
吉
郡
が
手
柄
を
立
て
た
と
す
る
同
時
代
の
記
録
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
｡
先
に
も
触
れ
た
墨
俣
の
一
夜
城
が
広
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
む
し
ろ
美
濃
と
の
合

戦
の
方
が
結
び
付
き
は
強
か
っ
た
｡
藤
吉
郎
が
信
長
に
仕
え
始
め
た
時
期
に
つ
い
て
'
『
太
閤
記
』

は
永
禄
元
年
九
月
と
上
響
仮
に
永
禄
初
年
頃
の
時
点
で
信
長
の
家
臣
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
す
る

と
'
桶
狭
間
の
戦
い
に
参
戦
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
｡
し
か
し
『
太
閤
記
』
　
で
も
そ
れ
に
言
及
す

る
と
こ
ろ
が
な
い
｡
せ
い
ぜ
い
一
戟
闘
員
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
太
閤

記
物
と
し
て
の
本
作
は
､
木
下
藤
吾
郎
の
､
お
そ
ら
く
戦
場
に
は
い
た
に
違
い
な
い
桶
狭
間
の
戦
い

で
の
､
｢
歴
史
｣
が
伝
え
な
か
っ
た
武
勇
を
語
る
浄
瑠
璃
な
の
で
あ
っ
た
｡

a
m

な
お
六
冊
日
･
七
冊
目
の
年
代
設
定
｢
文
録
四
年
の
夏
｣
　
の
文
禄
(
一
五
九
二
-
九
六
)
　
は
､
直

接
｢
永
禄
｣
と
す
る
の
を
避
け
た
作
者
の
配
慮
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
桶
狭
間
の
戦
い
は
｢
四
年
の
夏
｣

で
は
な
-
永
禄
三
年
五
月
で
あ
っ
た
｡
｢
四
年
の
夏
｣
と
し
た
の
は
､
永
禄
四
年
五
月
に
義
竜
が
病

死
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
義
竜
は
､
道
三
の
実
子
で
は
な
か
っ
た
と

の
説
も
あ
る
が
､
父
親
殺
し
と
い
う
近
世
の
道
徳
観
念
か
ら
す
れ
ば
最
大
級
の
不
孝
を
犯
し
て

い
K
3
C
　
｢
歴
史
｣
が
伝
ゝ
意
義
竜
病
死
の
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
芝
居
で
あ
る
と
い
う
建
前
を
,
作

者
は
'
あ
る
い
は
用
意
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

(三)

と
こ
ろ
で
､
｢
竹
中
砦
｣
　
の
設
定
に
は
一
つ
不
可
解
な
点
が
あ
る
｡
軍
師
竹
中
官
兵
衛
の
妻
関
路

と
娘
の
千
里
が
'
官
兵
衛
の
｢
預
る
｣
､
つ
ま
り
三
河
遠
征
中
臨
時
に
管
理
し
て
い
る
砦
に
何
故
い

る
の
か
'
そ
の
説
明
が
無
い
の
で
あ
る
｡
妾
と
娘
ば
か
-
で
は
な
い
｡
砦
に
は
腰
元
ま
で
が
い
る
｡

｢
竹
中
砦
｣
は
千
里
と
腰
元
達
が
武
具
の
手
入
れ
を
し
て
い
る
場
面
か
ら
始
ま
る
｡
そ
こ
で
の
腰
元

さ

と

た

め

そ

う

ぢ

お
す
さ
の
台
詞
｢
郷
へ
下
カ
つ
て
溜
/
＼
の
｡
筒
の
掃
除
せ
ぬ
か
は
-
｣
は
､
腰
元
達
が
通
い
で
は

な
-
'
砦
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

砦
と
は
｢
外
敵
を
防
ぐ
た
め
に
国
境
､
海
岸
な
ど
に
築
造
し
た
建
造
物
｣
｢
戦
略
攻
防
上
の
仮
設

の
城
｣
　
(
日
本
国
語
大
辞
典
)
と
の
語
釈
が
穏
当
で
あ
ろ
う
｡
本
作
に
お
い
て
も
'
｢
竹
中
砦
｣
　
の
義

竜
は
次
の
攻
撃
目
標
を
｢
丹
下
中
島
｣
両
砦
と
定
め
て
出
陣
す
る
｡
作
者
が
砦
を
戦
略
上
の
拠
点
に

設
営
さ
れ
た
軍
事
基
地
と
認
識
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
ま
た
､
義
竜
が
官
兵
衛
の
砦
か
ら

軍
勢
を
率
い
て
一
気
に
戦
地
へ
赴
い
て
い
る
こ
と
か
ら
､
砦
の
位
置
が
尾
張
と
の
国
境
線
に
近
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
｡
し
た
が
っ
て
'
戦
況
が
一
転
す
れ
ば
尾
張
軍
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
必
然

で
あ
る
｡
｢
竹
中
砦
｣
　
で
は
義
竜
戦
死
の
報
が
注
進
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
た
後
'
舞
台
に
小
田
春
永

が
登
場
す
る
｡
尾
張
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
砦
は
陥
落
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
砦
の
構
成
員
は
､

戦
闘
が
始
ま
っ
て
し
ま
え
ば
'
討
死
を
覚
悟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
遭
遇
す
る
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
｡
｢
熊
谷
陣
屋
｣
の
如
-
｢
女
の
身
で
陣
中
へ
来
る
事
｣
を
｢
不
屈
至
極
｣
と
み
な

す
の
が
戦
時
の
常
識
と
す
れ
ば
､
本
国
美
濃
か
ら
遠
-
離
れ
た
三
河
の
､
し
か
も
交
戦
中
の
尾
張
と

は
隣
接
し
て
い
た
砦
に
､
何
人
も
の
女
子
供
が
来
て
い
る
と
い
う
の
は
､
い
さ
さ
か
不
自
然
な
設
定

な
の
で
あ
る
｡
官
兵
衛
は
｢
敵
キ
の
遠
矢
に
数
ヶ
所
の
失
庇
｣
を
受
け
､
砦
に
引
き
寵
っ
て
い
る
｡

し
ば

と
は
い
え
､
軍
師
官
兵
衛
の
負
傷
で
｢
軍
サ
も
暫
し
休
じ
ゃ
げ
な
｣
と
腰
元
お
す
は
が
噂
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
'
負
傷
し
た
の
は
'
お
そ
ら
-
数
日
前
で
あ
ろ
う
｡
看
病
を
理
由
に
二
人
が
美
濃
か
ら

呼
ば
れ
て
い
た
と
は
､
時
間
的
に
考
え
に
-
い
｡

｢
竹
中
砦
｣
　
の
舞
台
は
砦
と
い
う
よ
-
も
'
む
し
ろ
｢
竹
中
官
兵
衛
屋
敷
｣
を
思
わ
せ
る
｡
官
兵

衛
の
屋
敷
は
本
国
美
濃
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
官
兵
衛
が
砦
内
で
軍
慮
を
め
ぐ
ら
す
場
面
で
の
台

か

う

ひ

し

う

詞
｢
味
方
夕
は
北
方
攻
為
水
｡
時
は
三
更
子
の
上
刻
水
に
水
を
重
ぬ
れ
は
南
方
の
火
の
尾
州
を
討
に

利
有
刻
限
｣
は
､
劇
中
で
の
両
軍
の
現
在
位
置
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
る
｡
美
濃
勢
は
三
河
に
遠
征

ひ

し

う

中
な
の
だ
か
ら
､
義
竜
軍
は
東
､
春
永
軍
は
西
で
あ
る
｡
｢
南
方
の
火
の
尾
州
を
討
｣
は
､
美
濃
本

国
で
の
発
言
で
な
け
れ
ば
理
屈
と
し
て
は
お
か
し
い
｡
こ
の
官
兵
衛
の
台
詞
は
'
描
か
れ
て
い
る
合

戦
が
東
西
の
激
突
(
桶
狭
間
の
戦
い
)
　
で
は
な
-
､
南
北
の
激
突
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
観
客

に
強
-
与
え
る
で
あ
ろ
う
｡
三
河
に
駐
留
す
る
美
濃
軍
が
尾
張
軍
の
　
｢
乗
手
｣
か
ら
攻
撃
し
て
い
る

こ
と
は
､
初
演
以
後
は
殆
ど
上
演
さ
れ
て
い
な
い
｢
池
鯉
鮒
臥
弼
｣
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
｡
｢
竹
中
砦
｣
　
で
は
､
そ
れ
が
東
方
か
ら
の
攻
撃
に
な
る
と
の
断
-
は
な
い
｡
清
洲
と
墨
俣
･
桶

狭
間
の
地
理
的
位
置
関
係
を
瞬
時
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
観
客
に
対
し
て
で
あ
れ
ば
､

桶
狭
間
(
東
西
の
合
戦
)
を
脚
色
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
臆
化
さ
せ
る
効
果
は
期
待
で
き
る
｡
三汁

河
の
砦
を
美
濃
の
竹
中
官
兵
衛
屋
敷
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
る
こ
と
は
'
｢
南
方
の
火
の
尾

蝣
B
5州

｣
　
の
不
合
理
を
､
観
客
に
感
得
せ
し
め
な
い
よ
う
に
す
る
工
夫
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

他
方
､
意
図
し
て
屋
敷
の
場
面
の
よ
う
な
描
き
方
を
し
た
の
で
は
な
-
､
七
冊
目
｢
竹
中
砦
の
段
｣

が
､
本
来
は
三
河
ま
た
は
三
河
と
尾
張
の
国
境
近
-
の
屋
敷
(
城
)
　
の
場
面
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
｡

竹
中
官
兵
衛
が
預
る
砦
は
｢
八
ツ
橋
｣
　
に
あ
る
｡
八
橋
(
現
愛
知
県
知
立
市
)
　
は
三
河
領
内
で
あ

る
｡
劇
中
で
進
行
し
て
い
る
戦
闘
の
過
程
で
､
春
永
の
領
地
か
ら
切
-
敬
-
し
た
砦
で
は
な
い
｡
官

き
よ
ふ
ゆ

兵
衛
が
三
河
に
兵
を
移
動
す
る
よ
う
義
竜
に
進
言
し
た
時
期
は
'
開
戦
の
｢
去
冬
｣
か
ら
翌
年
の
｢
文

ろ
く録

四
年
の
夏
｣
　
の
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
美
濃
か
ら
三
河
八
橋
の
砦
に
移
っ
た
の
は
､
早
-
て

も
半
年
程
前
で
あ
ろ
う
｡
一
万
㌧
春
永
の
家
臣
左
枝
犬
活
と
　
｢
二
夕
年
七
余
-
以
前
ン
か
ら
｣
密
か
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た
う
ぢ

に
言
い
交
わ
し
て
い
た
千
里
は
､
親
に
は
　
｢
湯
治
と
言
イ
立
テ
｣
､
奉
公
人
お
高
の
在
所
で
1
子
清
桧

ろ
く

を
出
産
し
て
い
た
｡
｢
竹
中
砦
｣
　
の
当
日
｢
文
録
四
年
の
夏
｣
､
乳
母
と
な
っ
て
い
た
お
高
は
｢
け
ふ

た
ん
じ
や
う

が
て
う
ど
誕
生
日
｣
　
の
活
栓
を
連
れ
'
尾
張
領
内
の
熱
田
神
宮
へ
宮
参
り
を
し
て
い
る
｡
活
栓
が

よ

う

し

む

こ

も

ら

あ

ら

そ

生
ま
れ
た
の
は
､
関
路
の
台
詞
に
｢
養
子
聾
に
貫
は
ふ
と
思
ふ
て
居
る
内
両
家
の
静
ひ
｣
と
あ
る
こ

と
か
ら
､
二
年
前
で
は
な
-
､
お
そ
ら
-
一
年
前
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
千
里
が
三

河
へ
行
っ
た
の
は
出
産
後
で
あ
り
､
お
高
の
在
所
は
美
濃
領
内
(
ま
た
は
美
濃
尾
張
の
国
境
近
辺
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

(
S

で
は
'
何
故
お
高
は
､
地
理
的
に
は
遥
か
に
三
河
寄
り
の
､
桶
狭
間
か
ら
も
遠
か
ら
ぬ
熱
田
に
来

て
い
る
の
か
｡
三
河
へ
の
義
竜
軍
の
進
軍
に
よ
っ
て
三
河
尾
張
の
国
境
付
近
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら

戦
地
と
な
る
｡
そ
う
し
た
危
険
な
地
域
に
'
千
里
が
活
栓
を
連
れ
行
き
た
い
と
思
う
訳
が
な
い
｡
と

な
る
と
'
戦
闘
が
勃
発
し
た
去
年
の
冬
頃
(
三
河
へ
の
戦
地
拡
大
が
確
実
と
な
る
前
)
､
お
高
の
在

所
が
臨
戦
地
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
､
取
り
敢
え
ず
熱
田
近
辺
へ
避
難
し
た
か
ら
､
と
い
う
こ
と

に
で
も
な
ろ
う
か
｡
た
だ
し
'
美
濃
か
ら
熱
田
に
出
る
に
は
､
尾
張
領
内
を
通
-
抜
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
さ
も
な
け
れ
ば
尾
張
領
の
西
を
迂
回
し
て
伊
勢
方
面
か
ら
入
る
か
､
東
を
迂
回
し
て
三
河

方
面
か
ら
入
る
か
で
あ
る
｡
美
濃
国
内
の
非
戦
闘
地
域
に
出
た
方
が
､
は
る
か
に
安
全
で
あ
る
｡
美

濃
の
軍
師
の
孫
を
連
れ
て
､
敵
国
尾
張
に
避
難
す
る
と
い
う
の
も
奇
妙
で
あ
る
｡
千
里
が
活
栓
を
美

濃
本
国
で
出
産
し
た
こ
と
に
す
る
と
'
そ
の
後
の
経
過
説
明
に
破
綻
を
き
た
す
の
で
あ
る
｡

お
高
が
活
栓
を
連
れ
て
熱
田
社
へ
宮
参
-
に
来
て
い
る
の
は
､
単
純
に
､
お
高
の
在
所
が
熱
田
近

辺
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
池
鯉
鮒
の
陣
所
に
召
喚
さ
れ
た
関
路
は
､
砦
へ
の
帰
-
が
け
､

熱
田
社
を
参
詣
し
て
い
る
｡
三
河
八
橋
の
砦
は
熱
田
神
宮
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
場
所
に
設
定

'fi;

さ
れ
て
い
る
｡
と
す
れ
ば
､
千
里
は
'
美
濃
本
国
の
屋
敷
か
ら
で
は
な
-
､
三
河
八
橋
の
砦
か
ら
熱

田
近
辺
の
お
高
の
在
所
へ
出
向
き
､
そ
こ
で
出
産
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
｡
熱
田
神

宮
が
尾
張
領
内
に
あ
る
以
上
､
お
高
の
在
所
も
尾
張
側
だ
っ
た
可
能
性
が
高
-
な
る
も
の
の
､
初
め

か
ら
熱
田
近
辺
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
し
た
ら
'
千
里
が
子
供
を
委
ね
る
た
め
に
出
向
い
た
の

だ
と
し
て
も
､
そ
れ
は
決
し
て
不
可
解
な
行
為
で
は
な
い
｡
信
長
は
無
神
論
者
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い

扇
町
熱
田
関
連
の
制
札
や
書
状
は
桶
狭
間
以
前
の
も
の
も
伝
わ
っ
て
お
り
､
地
元
の
熱
田
神
宮
に

､
ご
＼

対
し
て
は
崇
信
す
る
態
度
を
取
っ
て
い
た
と
い
う
｡
草
薙
剣
を
配
っ
た
こ
と
が
起
源
と
さ
れ
る
熱
田

神
宮
は
､
一
般
に
武
家
か
ら
の
尊
崇
も
篤
か
っ
た
｡
戦
闘
地
域
に
な
る
と
は
常
識
的
に
考
え
に
-
い
｡

れ

う

ち

関
路
が
｢
敵
小
田
殿
の
領
地
｣
と
承
知
の
上
で
参
詣
し
て
い
る
の
も
､
社
域
は
中
立
地
帯
で
あ
る
と

の
了
解
が
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
千
里
が
乳
飲
み
子
を
託
す
場
所
と
し
て
は
理
に
適
っ

て
い
る
の
で
あ
る
｡

千
里
と
活
栓
に
関
わ
る
設
定
は
､
｢
竹
中
砦
｣
を
官
兵
衛
が
預
る
砦
で
は
な
-
､
平
素
そ
こ
で
生

活
し
て
い
た
屋
敷
(
城
)
　
で
あ
っ
た
と
し
た
方
が
､
お
さ
ま
-
が
い
い
｡
千
里
は
､
三
河
尾
張
の
国

境
付
近
の
屋
敷
か
ら
､
熱
田
社
近
辺
に
あ
る
お
高
の
在
所
に
向
い
､
そ
こ
で
産
ま
れ
た
活
栓
を
お
高

に
託
し
た
後
､
屋
敷
へ
戻
-
､
一
年
後
の
　
｢
竹
中
砦
｣
　
の
当
日
を
迎
え
て
い
た
と
い
う
の
が
当
初
の

設
定
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
屋
敷
の
場
面
で
あ
れ
ば
､
妻
子
や
腰
元
達
が
い
て
当
り
前
で
あ

る
｡
例
え
ば
'
三
河
か
ら
尾
張
へ
と
進
軍
す
る
軍
勢
に
､
土
地
鑑
の
あ
る
三
河
の
智
将
が
参
謀
と
し

て
加
わ
る
と
い
っ
た
筋
立
が
､
最
初
の
構
想
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
礼
帽
.
と
こ
ろ
が
､
三
河
武
士
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
､
作
中
で
何
を
言
わ
な
-
て
も
'
松
平
元
康
　
(
徳
川
家
康
)
　
の
家
臣
と
み
な
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
｡
仮
に
松
平
元
康
を
に
お
わ
せ
る
よ
う
な
人
物
を
登
場
さ
せ
な
か
っ
た
と
し
て
も
､

家
康
の
出
身
地
で
あ
る
三
河
の
武
将
が
此
下
当
吉
久
吉
の
軍
略
に
翻
弄
さ
れ
敗
北
す
る
と
い
っ
た
内

容
で
は
'
幕
府
当
局
の
忌
避
に
触
れ
る
可
能
性
が
あ
る
｡
そ
こ
で
､
三
河
何
某
の
屋
敷
で
は
な
-
､

三
河
と
は
緑
も
所
縁
も
無
い
人
物
が
臨
時
に
預
る
砦
と
い
う
現
在
の
形
に
変
更
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
実
在
の
竹
中
半
兵
衛
は
桶
狭
間
合
戦
時
十
七
歳
で
あ
っ
た
｡
｢
竹
中
砦
｣
　
の
官
兵
衛
に
は

孫
が
い
る
｡
両
者
の
年
齢
は
大
き
-
隔
た
っ
て
い
る
｡
そ
の
所
以
も
根
は
同
じ
所
に
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
｡

(四)

『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
六
冊
目
･
七
冊
目
は
'
長
-
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
美
濃
と
尾
張
の
｢
歴
史
｣

上
は
存
在
し
な
い
合
戦
と
し
て
､
さ
-
げ
な
-
も
大
胆
に
桶
狭
間
の
戦
い
を
描
い
て
い
る
｡
題
名
の

｢
狭
間
合
戦
｣
は
'
看
板
倒
れ
で
は
な
-
'
紛
れ
も
な
-
桶
狭
間
の
戦
い
が
脚
色
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
も
そ
れ
は
､
芝
居
の
進
展
に
伴
っ
て
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て

行
-
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
｡
あ
れ
こ
れ
全
体
を
見
直
し
た
と
き
､
脚
色
の
対
象
は
美
濃
と
尾
張

に
よ
る
戦
闘
の
　
｢
歴
史
｣
　
で
は
な
-
'
桶
狭
間
の
戦
い
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
'
改
め
て
気
が

付
-
の
で
あ
る
｡
題
材
の
扱
い
は
慎
重
か
つ
巧
妙
で
あ
っ
た
｡
と
は
い
え
'
桶
狭
間
合
戦
を
連
想
さ

せ
る
｢
狭
間
合
戦
｣
が
､
当
時
と
し
て
は
､
相
当
に
思
い
切
っ
た
外
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
り
は
な

い
｡
本
作
は
　
｢
従
来
禁
じ
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
､
時
局
も
の
､
大
阪
落
城
も
の
､
徳
川
家
に
関
わ
る

題
材
な
ど
の
脚
色
が
､
か
つ
て
な
い
盛
行
を
見
せ
(
S
J
寛
政
前
期
に
初
演
さ
れ
た
o
そ
う
し
た
時
代

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
存
在
し
え
た
の
で
あ
-
'
同
時
に
｢
狭
間
合
戦
｣
を
標
傍
し
な
が
ら
も
上
演
差

し
止
め
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
､
ま
さ
に
寛
政
前
期
の
時
代
的
風
潮
を
象
徴
す
る

へ

{

]

)

作
品
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
｢
竹
中
砦
｣
は
昭
和
九
年
の
文
楽
公
演
を
最
後
に
舞
台
で
の
上
演
が
絶
え
て

い
た
｡
範
時
と
し
て
は
現
行
曲
に
含
ま
れ
て
は
い
て
も
'
稀
曲
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
平
成

十
五
年
五
月
三
十
日
大
阪
文
楽
劇
場
と
同
年
十
二
月
1
日
東
京
早
稲
田
大
学
小
野
記
念
講
堂
　
(
演
劇

博
物
館
c
O
E
公
開
講
座
)
　
に
お
け
る
竹
本
綱
大
夫
･
鶴
揮
清
二
郎
の
素
浄
瑠
璃
公
演
に
よ
っ
て
､

本
曲
は
確
実
に
未
来
へ
伝
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
　
は
'
浄
瑠
璃
史
上
ひ

と
つ
の
時
代
を
象
徴
す
る
作
品
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
ば
か
-
で
な
-
､
古
典
と
し
て
伝
承
さ

れ
続
け
て
い
た
こ
と
に
､
そ
の
真
骨
頂
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
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注
(
1
)
未
翻
刻
戯
曲
集
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
(
翻
刻
解
説
∴
呂
本
瑞
夫
)
｡
引

用
に
際
し
て
は
､
漢
字
表
記
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡

(
2
)
山
川
静
夫
『
綱
大
夫
四
季
』
南
窓
社
､
一
六
〇
頁
｡

(
3
)
外
題
の
｢
狭
間
合
戦
｣
が
桶
狭
間
の
戦
い
に
因
む
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
は
'
『
綱
大
夫
四
季
』
(
前

出
)
以
外
に
も
'
飯
壕
友
1
郎
『
歌
舞
伎
細
見
』
第
1
書
房
'
平
凡
社
『
演
劇
百
科
大
事
典
』
｢
木

下
蔭
狭
間
合
戦
｣
項
(
大
村
弘
毅
)
､
新
潮
社
『
増
補
改
訂
日
本
文
学
大
辞
典
』
｢
釜
淵
双
級
巴
｣
項

(
黒
木
勘
蔵
)
で
な
さ
れ
て
い
る
｡

(
4
)
岩
波
書
店
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
｢
木
下
蔭
狭
間
合
戦
｣
項
(
山
根
為
雄
)
､
岩
波
講
座
『
歌

舞
伎
･
文
楽
』
第
九
巻
｢
寛
政
期
の
浄
瑠
璃
復
興
｣
(
松
崎
仁
)
は
桶
狭
間
の
戦
い
に
言
及
し
な
い
｡

(
5
)
小
島
広
次
『
今
川
義
元
』
人
物
往
来
社
､
桑
田
忠
親
『
織
田
信
長
』
(
『
桑
田
忠
親
著
作
集
4
』
秋

田
書
店
)
､
谷
口
克
広
『
織
田
信
長
合
戦
仝
録
』
中
公
新
書
｡

(
6
)
『
信
長
公
記
』
角
川
文
庫
｡

あ
か
む
し
や
さ
き
が
け

(
7
)
『
信
長
公
記
』
に
｢
今
度
家
康
は
宋
武
者
に
て
先
懸
を
さ
せ
ら
れ
'
大
高
へ
兵
取
入
れ
､
鷲
津
･

丸
根
に
て
手
を
砕
き
､
御
辛
労
な
さ
れ
た
る
に
依
て
､
人
馬
の
息
を
休
め
､
大
高
に
居
陣
な
-
｣
｡

(
8
)
小
瀬
茂
七
『
斎
藤
道
三
と
稲
葉
山
城
史
』
雄
山
閣
出
版
､
桑
田
忠
親
『
織
田
信
長
』
(
前
出
)
｡

(
9
)
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
太
閤
記
』
岩
波
書
店
｡

重
松
明
久
｢
富
田
聖
徳
寺
の
所
在
地
に
つ
い
て
｣
(
『
日
本
歴
史
』
一
四
〇
号
)
0

美
濃
を
併
合
し
た
後
'
信
長
は
本
拠
地
を
稲
葉
山
城
に
移
し
､
名
称
も
岐
阜
城
と
改
め
る
｡
信
長

が
足
利
将
軍
義
昭
を
美
濃
に
迎
え
た
の
が
永
禄
十
1
年
七
月
､
義
昭
を
奉
戴
し
上
洛
を
果
た
し
た
の

が
同
年
九
月
で
あ
っ
た
｡

f
｡
^

¥
1
-
1
)
『
信
長
公
記
』
は
｢
斎
藤
山
城
道
三
攻
寄
る
の
由
注
進
切
々
な
-
｣
(
天
文
十
六
年
十
一
月
)
と
美

濃
の
脅
威
に
触
れ
る
箇
所
は
あ
っ
て
も
､
尾
張
領
土
へ
の
侵
攻
に
関
わ
る
記
述
は
な
い
｡

(
<
r
o
¥
古
-
は
墨
俣
か
ら
南
の
長
良
川
を
墨
俣
川
と
も
呼
び
習
わ
し
て
い
た
と
い
う
(
『
墨
俣
町
史
』
)
0

(
3
)
小
島
広
次
『
今
川
義
元
』
(
前
出
)
､
谷
口
克
広
『
織
田
信
長
合
戦
全
録
』
(
前
出
)
0

"
>
.
)
岩
沢
思
彦
『
前
田
利
家
』
吉
川
弘
文
館
｡

r
^
木
下
藤
吉
郎
の
名
が
出
る
最
初
の
文
献
は
､
永
禄
八
年
十
一
月
八
日
堀
内
利
走
宛
添
状
｡
『
信
長

公
記
』
で
の
木
下
藤
吾
郎
の
初
出
は
永
禄
十
一
年
九
月
｡

7
ク
ギ
ヤ
ク

^
i
-
i
y
貞
享
二
年
(
1
六
八
五
)
成
立
『
織
田
軍
記
』
は
､
義
竜
の
人
物
を
｢
悪
逆
不
孝
｣
あ
る
い
は

｢
無
類
の
大
悪
人
｣
と
評
し
､
｢
た
め
し
す
-
な
き
大
罪
人
の
む
-
い
に
や
'
幾
程
な
-
永
禄
四
年
に

a
a
r
a

義
竜
た
ち
ま
ち
悪
病
を
煩
ひ
'
死
去
し
け
-
｣
と
記
す
｡
通
俗
日
本
全
史
『
織
田
軍
記
』
早
稲
田
大

学
出
版
部
｡

f
｡
｡
1
明
治
大
正
期
に
入
っ
て
も
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
が
建
狂
言
と
な
っ
た
場
合
､
六
冊
目
は
｢
熱
田

社
｣
の
み
が
上
演
さ
れ
て
い
た
｡

信
長
は
桶
狭
間
合
戦
の
直
前
に
熱
田
神
宮
へ
参
詣
し
て
い
る
｡
熱
田
神
宮
は
､
信
長
が
最
初
に
向

っ
た
丹
下
砦
と
清
洲
城
の
ほ
ぼ
中
間
地
点
に
位
置
す
る
｡

(
8
)
八
橋
と
熱
田
神
宮
は
､
実
際
に
は
直
線
で
二
〇
キ
ロ
近
-
離
れ
て
お
-
､
気
楽
に
立
ち
寄
れ
る
ほ

ど
近
く
は
な
い
｡
熱
田
に
近
い
今
川
方
の
拠
点
な
ら
ば
､
大
高
城
あ
る
い
は
鳴
海
城
の
方
が
相
応
し

わ
し
づ

い
｡
官
兵
衛
は
｢
鷲
津
の
攻
口
｣
で
負
傷
し
て
い
る
｡
本
論
で
も
触
れ
た
よ
う
に
､
鷲
津
砦
と
丸
根

砦
は
大
高
城
に
対
す
る
付
城
で
あ
っ
た
｡
当
初
は
'
八
橋
の
砦
で
は
な
く
'
大
高
城
を
想
定
し
て
い

た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
し
､
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
大
高
城
で
あ
る
こ
と
を
受
け
手

に
強
-
意
識
さ
せ
る
よ
う
な
脚
色
は
回
避
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
桶
狭
間
合
戦
時
､
大

高
城
に
は
松
平
元
康
(
徳
川
家
康
)
が
い
た
か
ら
で
あ
る
　
(
注
7
参
照
)
0

(
S
)
松
田
毅
㌻
川
崎
桃
太
編
訳
『
回
想
の
織
田
信
長
　
フ
ロ
イ
ス
｢
日
本
史
｣
よ
り
』
中
公
新
書
｡

(
S
)
桑
田
忠
親
『
織
田
信
長
』
(
前
出
)
｡
な
お
､
桶
狭
間
で
信
長
が
奇
襲
に
成
功
し
た
最
大
の
要
因
は
'

∴

"

J

･

戦
闘
直
前
の
天
候
の
劇
変
に
あ
っ
た
｡
『
信
長
公
記
』
は
｢
俄
に
急
両
石
氷
を
投
打
つ
様
に
､
敵
の

ッ

ラ

か

み

い

く

さ

輔
に
打
付
-
る
-
中
略
-
余
り
の
事
に
熱
田
大
明
神
の
神
軍
か
と
申
候
な
-
｣
と
記
す
｡

き

か

ふ

だ

い

お

ん

こ

(
8
)
官
兵
衛
に
対
す
る
春
永
の
発
言
に
｢
元
よ
-
萎
腰
旗
下
の
貴
殿
ン
｡
譜
代
恩
顧
と
い
ふ
に
も
あ
ら

ね
ば
｣
｡

内
山
美
樹
子
『
浄
瑠
璃
史
の
十
八
世
紀
』
勉
誠
社
､
五
六
三
頁
｡

(
｣
)
　
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
初
演
か
ら
十
二
年
後
'
享
和
元
年
(
一
八
〇
こ

し
ゆ
ん
し
う

一
月
『
日
吉
丸
椎
桜
』

-88-

で
は
､
大
団
円
と
な
る
五
段
目
を
'
｢
駿
州
の
大
将
｡
今
川
治
部
太
輔
義
元
｣
が
登
場
す
る
桶
狭
間

合
戦
の
場
と
設
定
す
る
に
至
る
｡


