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平成 30 年度の博物館実習は 8 月上旬に 6 日間にわたって行
い、7 名の学生が実習を受けました。資料の取扱いや博物館業
務に関する講義・実習を実施しましたが、その中でも博物館
実習の要ともいえるのが常設展示室の展示替えです。

実習生たちは展示替えのために当館で選定した資料の解説
パネル作成に取り組みました。資料 1 点につき 250 字程度と
文字数の制限があり、必要な情報を入れるために四苦八苦し
ながら原稿を作成しました。

実習最終日に行った展示替えでは、今まで展示されていた
資料を収納した後に、展示ケース内に掃除機をかけ、雑巾で水
拭きをし、除菌用の布で壁や床を拭いて資料に悪影響を与え
る原因を取り除きました。その後、展示ケース全体のバランス
を考えつつ資料を配置しました。午前中から行った作業は仮
配置が済むと、学芸員たちの前で展示配置の意図、展示コー
ナーや資料の解説を行いました。学芸員からの質問に答えた
り、意見を聞いた後に展示に修正を加え、今年度の実習は無事
に終了しました。

企画展 「素材と造形美の融合」

市民ギャラリーで収蔵する地元作家の作品や、市民
ギャラリーの美術講座の講師による新作などを、素
材に焦点を当てながら紹介します。

[開催期間]
[ 時 間 ]
[休 館 日]
[ 会 場 ]
[観 覧 料 ]

杉浦見奈子≪月にまどろむ≫

西三瓦祖　岩瀬善四郎碑

安城の三河万歳

安城市民ギャラリーよりお知らせ

Mitsubaaoi

平成31年3月1日（金）～3月16日（土）
9:00～17:00（入館は16:30まで）
3月4日、3月11日
市民ギャラリーD・E
無料

実習風景

Human face earthenware

歴史博物館1月～ 3月のイベント 〔申込み・問合せ〕 安城市歴史博物館 ☎0566-77-6655

安城歴博・中京大学連携講座　〔参加費〕無料

〔日時〕 1/12（土） 14:00～
〔講師〕小早川道子氏（歴史文化学科准教授）
〔定員〕80名
〔申込〕当日受付

「三河・愛知の郷土食」

〔日時〕 2/9（土） 14:00～
〔講師〕勝亦志織氏（日本文学科准教授）
〔定員〕80名
〔申込〕当日受付

「平安時代における
　　 尾張・三河国司の和歌と文学」

〔日時〕 3/9（土） 14:00～
〔講師〕 酒井敏氏（日本文学科教授）
〔定員〕 80名
〔申込〕 当日受付

「新美南吉
   『牛をつないだ椿の木』をめぐって」

歴博講座　〔参加費〕無料

〔日時〕 2/2（土） 14:00～
〔講師〕 石原奈緒子（市埋蔵文化財センター）
〔定員〕 80名
〔申込〕 当日受付

「新発見 !? 姫小川古墳
　－平成 30 年度の発掘調査成果－」

体験講座

〔日時〕 2/16（土） 10:00～12:00
〔講師〕 榊原清美氏（古裂美術工房）
〔定員〕 20名（先着順）
〔参加費〕 1,500円
〔申込〕 1/22（火）9:00～電話受付

「姫きものを作ろう」

「安祥文化のさと」とは安城市にある松平氏四代 50 年の居城

跡を整備した安祥城址公園一帯の名称です

安城市歴史博物館 
開館時間 / AM9:00 ～ PM5:00

TEL : 0566-77-6655　FAX : 0566-77-6600

安城市民ギャラリー
開館時間 / AM9:00 ～ PM5:00

TEL : 0566-77-6853　FAX : 0566-77-4491

安城市埋蔵文化財センター
開館時間 / AM9:00 ～ PM5:00

TEL : 0566-77-4490　FAX : 0566-77-4491

安祥公民館
開館時間 / AM9:00 ～ PM9:00

TEL : 0566-77-5070　FAX : 0566-77-6062

［全館共通事項］

住　所 / 〒446-0026 愛知県安城市安城町城堀 30 番地

休館日 / 毎週月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始（12/28-1/4）

URL/ https://ansyobunka.jp/ 安城市歴史博物館
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〔日時〕 3/3（日） 10:00～12:00
〔講師〕 杉浦ひろ子氏（安城・食・プロ箱ずし保存会）
〔定員〕 20名（先着順）
〔参加費〕 500円
〔申込〕 2/15（金）9:00～電話受付

「郷土食・箱ずしを作ってみよう」
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﹁
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︶
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﹈

２
月
２
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土
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３
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日
︶

﹇
内
容
﹈ 

福
よ
せ
雛
と
は
︑持
ち
主
の
事
情

で
や
む
を
え
ず
手
放
さ
れ
て
ゆ

く
雛
人
形
た
ち
が
も
う
一
度
輝

け
る
場
を
作
ろ
う
と
始
ま
り
ま

し
た
︒企
画
展
に
ち
な
ん
だ
風
景

を
雛
た
ち
が
再
現
し
ま
す
︒
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２
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３
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24 
日（
日
）

ま
た
︑安
城
町
の
東
尾
八
幡
社
に
は
︑﹁
大
関
﹂︵
勝

者
︶と
な
っ
た﹁
安
城
村
住
人
﹂が
奉
納
し
た
額
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
︒安
永
五
年︵
一
七
七
六
︶か
ら
明
治

二
年︵
一
八
六
九
︶ま
で
一
〇
点
あ
り
︑そ
の
う
ち
の

四
点
に
は
︑裏
面
に
川
野︵
河
野
︶︑西
尾
︑藤
井
︑桜
井

な
ど
の
地
名
が
書
か
れ
て
い
ま
す
︒こ
れ
ら
は
︑安
城

村
の
力
自
慢
が
他
村
の
相
撲
に
参
加
し
︑勝
者
と

な
っ
た︵
大
関
叶
︶こ
と
を
記
念
し
て
奉
納
し
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
︒

左:土人形 静御前　右:土人形 熊谷直実
（本館蔵）

【
観
覧
無
料
】

文
責
：
田
中
里
張

柿
𥔎
町
内
会
所
蔵
の﹁
俳
優
花
納
帳
﹂︵
明
治
三
十
一

年
︶に
は
︑村
人
の
名
前
と
金
額
︑役
者
の
名
前
が
書
き

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
︒村
人
た
ち
が
各
々
目
当
て
の
役

者
に
出
し
た
花
代︵
祝
儀
︶を
記
録
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

こ
こ
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
人
名
の
傍
ら
に
は
安
城
西

尾
・
東
尾
・
北
山
崎
・
高
棚
・
里
の
ほ
か
︑上
下
佐
々
木
・

小
針︵
岡
崎
市
︶︑八
橋︵
知
立
市
︶︑花
園︵
豊
田
市
︶な

ど
の
村
名
が
記
さ
れ
て
お
り
︑村
の
芝
居
に
他
村
の

人
々
が
参
加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

こ
の
他
に
も
︑地
元
ゆ
か
り
の
力
士
に
関
す
る
資
料

や
村
芝
居
で
舞
台
の
背
景
と
し
て
使
用
さ
れ
た
襖
絵

や
小
道
具
な
ど
︑様
々
な
資
料
を
展
示
し
ま
す
︒

江
戸
時
代
、相
撲
と
芝
居
は
人
々
に
と
っ

て
、大
き
な
娯
楽
で
し
た
。江
戸
、京
、大
坂
を

は
じ
め
と
す
る
大
都
市
で
は
、毎
年
決
め
ら
れ

た
時
期
に
興
行
が
行
わ
れ
、大
い
に
賑
わ
っ
て

い
た
様
子
を
浮
世
絵
な
ど
当
時
の
出
版
物
で

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
し
た
大
都
市
で
の
興
行
は
地
方
に
も

伝
わ
り
、祭
礼
な
ど
に
お
い
て
相
撲
や
芝
居
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。地
域
に
伝
え

ら
れ
た
資
料
か
ら
安
城
市
域
で
も
、村
人
た

ち
が
祭
礼
の
際
に
素
人
相
撲
や
地
芝
居
を

行
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

今
回
の
企
画
展
で
は
、江
戸
時
代
か
ら
明

治
期
に
か
け
て
、市
域
の
村
々
で
行
わ
れ
た
相

撲
・
芝
居
に
関
す
る
資
料
の
ほ
か
、当
館
収
蔵

品
の
中
か
ら
、江
戸
な
ど
大
都
市
で
行
わ
れ
た

相
撲
・
歌
舞
伎
の
隆
盛
を
伝
え
る
出
版
物
を

展
示
し
ま
す
。

そ
れ
で
は
、展
示
資
料
の
一
部
を
一
足
先
に

ご
紹
介
し
ま
す
。

着
け
た
衣
装
の
形
や
色
︑模
様
︑帯
の
結
び
方
を
多
く
の

人
が
真
似
ね
た
た
め
︑多
く
の
流
行
が
生
ま
れ
ま
し
た
︒

　
こ
う
し
た
相
撲
・
芝
居
の
人
気
ぶ
り
は
︑数
多
く
の

浮
世
絵
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
︒

特
に
人
気
役
者
の
肖
像
や
舞
台
の
姿
を
描
い
た
芝
居
絵

は
︑美
人
画
・
風
景
画
と
と
も
に
︑江
戸
時
代
で
最
も
多

く
制
作
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
し
た
︒

江
戸
時
代
︑江
戸
・
大
坂
・
京
で
行
わ
れ
た
定
期
的

な
大
規
模
興
行
以
外
の
時
期
︑力
士
た
ち
の
多
く
は
地

方
を
巡
業
し
て
い
た
よ
う
で
す
︒こ
う
し
た
地
方
巡
業

を
契
機
に
地
方
に
も
相
撲
が
広
ま
り
︑地
域
の
祭
礼
な

ど
の
余
興
で
相
撲
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
︒

・
東
尾
八
幡
社
の
奉
納
額

江
戸
や
大
坂
な
ど
大
都
市
で
発
達
し
た
芝
居
も
ま

た
︑芸
人
た
ち
の
巡
業
な
ど
に
よ
り
地
方
に
伝
わ
っ

た
と
考
え
ら
れ
︑江
戸
時
代
後
期
に
は
︑各
地
の
農
村

で
も
社
寺
の
祭
礼
時
に
芝
居
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
︒こ
の
時
に
は
︑旅
興
行
の
芸
人
た
ち
を
呼
ぶ

こ
と
も
あ
れ
ば
︑村
の
百
姓
た
ち
が
役
者
と
な
っ
て

芝
居
を
演
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒こ
う
し
た

村
々
の
芝
居
は
︑明
治
期
に
お
い
て
も
盛
ん
に
行
わ

れ
ま
し
た
︒

安
城
の
芝
居

　
市
域
の
村
々
で
も
︑芝
居
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で

す
︒東
尾
町
内
会
に
は
︑一
一
五
点
も
の
歌
舞
伎
の
台

・
東
尾
若
者
組
の
芝
居
台
本

桜
井
神
社
に
は
︑西
町
の
若
衆
連
が
記
し
た
︑江

戸
時
代
中
期
か
ら
明
治
期
に
お
け
る
桜
井
神
社
の

祭
礼
記
録
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒こ
こ
に
は
︑毎

年
行
わ
れ
る
祭
礼
の
次
第
と
そ
れ
を
行
う
村
の
当

番
や
参
加
す
る
村
の
順
番
が
記
さ
れ
て
お
り
︑大
祭

礼︵
神
楽
︶や
辻
行
灯︵
夜
灯
︶の
奉
納
︑飾
馬
︑花
火
︑

相
撲
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒こ
れ
に
よ
る

と
︑安
永
三
年︵
一
七
七
四
︶に﹁
鳥
居
前
に
相
撲
御

座
候
所
﹂と
あ
り
︑桜
井
神
社
の
相
撲
は
こ
れ
以
前

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒ま
た
︑

桜
井
神
社
の
相
撲
は
︑印
内
・
中
開
道
・
下
谷
・
城
向
・

西
町
・
東
町
・
堀
内
村
の
七
か
村
が
順
に
当
番
で

行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒

・
桜
井
神
社
の
祭
礼
記
録

・
村
芝
居
の
祝
儀
帳

本
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒江
戸
時
代
後
期
に
刊
行
さ
れ

た
版
本
も
あ
れ
ば
︑原
本
を
書
き
写
し
た
も
の
も
あ
り

ま
す
︒こ
れ
ら
の
台
本
が
い
つ
入
手
さ
れ
︑ど
の
よ
う

に
使
用
さ
れ
た
の
か
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
︒し
か
し

朱
で
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
︑各
本
に﹁
安
城
東
尾
若

者
組
﹂の
印
が
押
さ
れ
︑表
紙
裏
側
な
ど
に﹁
此
本
何
方

様
江
参
候
江
共
︑御
返
し
可
被
下
候
奉
願
上
候
﹂な
ど

と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑実
際
に
利
用
さ

れ
︑大
切
に
保

管
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り

ま
す
︒

西町若者祭礼記録（桜井神社蔵）

相撲奉納額（部分）（東尾八幡社蔵）

芝居台本「敵討祟禅」（東尾町内会蔵）

　
江
戸
を
は
じ
め
と
す
る
大
都
市
で
は
︑江
戸
時
代
︑

﹁
勧
進
相
撲
﹂の
名
目
で
幕
府
の
許
可
を
得
︑相
撲
興
行

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
︒江
戸
時
代
中
期
以
降
︑春
・
冬

は
江
戸
︑夏
は
京
︑秋
は
大
坂
で
大
規
模
な
興
行
が
定
期

的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑人
々
は
身
分
の
上
下

を
問
わ
ず
熱
狂
し
︑見
物
客
が
未
明
か
ら
集
ま
っ
た
と

い
い
ま
す
︒

　
ま
た
︑歌
舞

伎
は
︑元
禄
期

に
は
江
戸
・
大

坂
・
京
の
幕
府

公
認
の
劇
場

で
︑定
期
興
行

が
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
︒そ
の

人
気
ぶ
り
は
︑

﹁
時
の
は
や
り

も
や
う︵
模
様
︶

は
大
か
た
歌
舞

伎
し
ば
い
よ
り

出
づ
る
な
れ

ば
・・・
﹂と
さ

れ
︑人
気
役
者

が
舞
台
で
身
に

歌川国貞画  勧進大相撲取組之図（本館蔵）

歌川国輝画 菊間 清見潟又市（本館蔵）

初代豊国画 役者舞台之姿絵 まさつや
（本館蔵）

大
都
市
の
二
大
娯
楽

安
城
市
域
の
相
撲



﹁
上
杉
景
勝
と
家
康・秀
吉
﹂と
題
し
て
︑上
杉
景
勝︵
以

下
︑景
勝
︶領
に
関
わ
る
信
濃
を
め
ぐ
る
当
該
期
の
三
者

の
関
係
に
つ
い
て
報
告
し
た
︒

織
田
信
長
死
後
︑旧
武
田
領
国
を
巡
っ
て
争
っ
た﹁
天

正
壬
午
の
乱
﹂に
よ
っ
て
景
勝
と
家
康
の
分
国
が
境
を

接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒信
濃
海
津
城
に
居
た
景
勝
方

の
屋
代
氏
と
家
康
方
の
依
田
信
蕃
ら
が
両
者
の
仲
介
者

で
あ
り
︑当
時
は
友
好
関
係
に
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑天
正
十
二
年︵
一
五
八
四
︶に
屋
代
氏
が
徳

川
方
に
出
奔
し
た
︒海
津
城
を
信
濃
支
配
の
中
心
と
し

て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
中
で
の
事
件
で
衝
撃
は

大
き
く
︑信
濃
の
武
士
た
ち
の
動
揺
を
抑
え
る
た
め
景

勝
自
ら
出
馬
し
て
信
濃
の
支
配
︑仕
置
き
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
︒こ
の
出
奔
は
小
牧
・
長
久
手
の

戦
い
に
連
動
し
て
起
き
た
と
考
え
ら
れ
る
︒景
勝
は
こ

の
段
階
で
家
康
と
手
切
に
な
り
︑関
係
は
修
復
さ
れ
る

こ
と
な
く
ず
っ
と
敵
対
関
係
に
な
る
︒

し
か
し
︑景
勝
は
直
接
家
康
と
対
決
す
る
こ
と
な
く
︑

信
濃
で
は
小
笠
原
貞
慶
︑真
田
昌
幸
︑越
中
で
は
佐
々
成

政
ら
と
対
峙
し
︑そ
の
背
後
に
実
は
家
康
が
い
る
と
い

う
構
図
が
で
き
て
く
る
︒

こ
の
前
後
︑天
正
十
一
年
八
月
に
な
る
と
︑初
め
て
景

勝
は
秀
吉
と
関
係
を
結
ぶ
︒そ
こ
で
は
信
濃
と
越
中
が

問
題
に
な
っ
た
︒秀
吉
は﹁
信
州
郡
割
﹂つ
ま
り
信
濃
国

そ
の
家
康
に
小
笠
原
氏
は
与
力
大
名
と
し
て
付
け
ら

れ
た
こ
と
で
︑信
濃
内
の
国
境
が
確
定
し
た
︒

越
中
は
佐
々
成
政
が
討
伐
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

国
境
が
確
定
す
る
︒こ
れ
に
よ
り
景
勝
領
国
の
西
側

の
国
境
は
ほ
ぼ
確
定
し
た
︒残
る
は
新
発
田
氏
で
︑天

正
十
六
年
ま
で
争
い
が
続
く
︒景
勝
が
新
発
田
氏
を

攻
め
滅
ぼ
す
時
に
は
小
笠
原
氏
か
ら
援
軍
が
来
て
い

る
よ
う
で
あ
る
︒お
そ
ら
く
秀
吉
の
命
令
に
よ
る
も

の
で
︑景
勝
は
つ
い
に
国
境
が
確
定
し
︑越
後
を
治
め

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

2018年

10月開催

日
時
：
平
成
30
年
10
月
7
日
︵
日
︶
１３
時
～
１７
時

場
所
：
安
城
市
歴
史
博
物
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

文
責
・
三
島
一
信

家
康
、
天
下
に
あ
い
構
え
る

　
　
　

—

秀
吉
と
の
対
決
と
臣
従—

第 9回

平
成
三
十
年
十
月
七
日
の
日
曜
日
︑歴

史
博
物
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
お
い

て
︑第
９
回
松
平
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム﹁
家
康
︑

天
下
に
あ
い
構
え
る―

秀
吉
と
の
対
決
と

臣
従―

﹂を
開
催
し
ま
し
た
︒

タ
イ
ト
ル
は
︑秀
吉
が
信
濃
上
田
の
真

田
昌
幸
に
送
っ
た
天
正
十
三
年
十
一
月
十

九
日
付
の
書
状﹁
羽
柴
秀
吉
書
状
﹂︵
真
田

氏
歴
史
館
所
蔵
︶に
あ
る﹁
対
天
下
家
康
表

裏
相
構
候
儀
条
々
有
之
﹂か
ら
と
っ
た
言

葉
で
す
︒内
容
は
家
康
の
重
臣
石
川
数
正

が
出
奔
し
︑秀
吉
の
も
と
に
奔
っ
た
事
件

を
︑家
康
は
天
下︵
秀
吉
の
自
称
︶に
嘘
を

つ
い
て
企
み
を
す
る
人
物
で
︑家
康
の
不

徳
が
数
正
退
出
の
原
因
で
あ
る
︑と
し
て

秀
吉
が
非
難
し
た
も
の
で
す
︒

今
回
は
︑天
正
十
二
年
四
月
の
小
牧
・
長

久
手
の
戦
い
前
後
か
ら
家
康
が
秀
吉
に
臣

従
す
る
同
十
四
年
ま
で
の
時
期
を
対
象
に
︑

家
康
・
秀
吉
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
辺
の

大
名
の
動
向
を
含
め
て
検
討
し
ま
し
た
︒

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー︵
司
会
︶に
は
國
學

院
大
學
講
師
の
平
野
明
夫
氏
︑パ
ネ
リ
ス

ト
に
は
︑播
磨
良
紀
氏︵
中
京
大
学
教
授
︶︑

福
原
圭
一
氏︵
上
越
市
公
文
書
セ
ン
タ
ー

学
芸
員
︶︑平
井
上
総
氏︵
花
園
大
学
准
教

授
︶を
迎
え
︑基
調
報
告
︑そ
し
て
討
論
︑質

問
と
い
う
形
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
進
め
ら

れ
ま
し
た
︒

は
じ
め
に

福原 圭一氏
上越市公文書センター

学芸員

福
原
報
告

平井 上総氏
花園大学准教授

平
井
報
告

﹁
長
宗
我
部
氏
と
家
康
・
秀
吉
と
の
関
係
に
つ
い
て
﹂

と
題
し
て
︑小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
影
響
︑長
宗
我

部
氏
が
な
ぜ
織
田
・
徳
川
氏
と
同
盟
を
し
た
の
か
︑そ

の
意
義
に
つ
い
て
報
告
し
た
︒

ま
ず
︑長
宗
我
部
と
織
田
信
長
と
の
関
係
だ
が
︑織

田
信
長
が
京
都
を
支
配
し
︑中
央
で
政
権
を
確
立
し
た

頃
に
︑土
佐
の
国
主
に
な
っ
た
長
宗
我
部
元
親︵
以
下
︑

元
親
︶は
︑信
長
に
接
近
し
た
︒天
正
六
年
に
元
親
の
息

子
の
信
親
に
信
長
の
信
の
字
を
貰
い
織
田
政
権
に

従
っ
て
い
た
︒そ
の
頃
の
元
親
は
︑織
田
家
臣
だ
っ
た

明
智
光
秀
や
秀
吉
と
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
︒そ
の

後
︑信
長
は
元
親
に
阿
波
と
讃
岐
を
差
し
出
す
よ
う
要

求
︑織
田
家
臣
の
丹
羽
長
秀
ら
を
四
国
に
派
遣
し
て
元

親
を
攻
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
︑本
能
寺
の
変
に
よ
り

中
止
と
な
っ
た
︒

本
能
寺
の
変
の
後
︑秀
吉
は
元
親
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る

阿
波
の
三
好
存
保
と
結
び
︑対
立
関
係
に
な
っ
た
︒そ
の

後
︑織
田
信
孝
側
に
対
し
て
入
魂
し
た
い
と
い
う
よ
う

な
連
絡
を
し
た
ら
し
い
︒中
国
地
方
の
毛
利
輝
元
ら
も

柴
田
勝
家
側
と
連
携
を
組
ん
で
秀
吉
包
囲
網
を
作
ろ
う

と
す
る
︒し
か
し
︑天
正
十
一
年
四
月
の
賤
个
岳
の
戦
い

で
柴
田
勝
家
が
負
け
︑元
親
に
は
同
盟
者
が
い
な
く
な

る
と
︑同
年
十
一
月
ご
ろ
か
ら
秀
吉
に
対
し
て
和
睦
交

渉
を
は
じ
め
た
︒四
国
の
う
ち
阿
波
と
讃
岐
と
い
う
二

か
国
を
渡
す
代
わ
り
に
︑伊
予
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
秀

吉
に
要
求
し
た
が
断
ら
れ
た
ら
し
い
︒こ
れ
は
秀
吉
が

毛
利
輝
元
に
対
し
て
配
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒元

親
は
秀
吉
と
和
睦
を
結
ぼ
う
と
し
た
が
上
手
く
い
か
な

か
っ
た
︒

そ
ん
な
中
で
織
田
信
雄︵
以
下
︑信
雄
︶が
天
正
十
二

年
三
月
六
日
に
重
臣
三
人
を
殺
害
し
て
羽
柴
秀
吉
に
対

抗
し
よ
う
と
い
う
動
き
を
示
す
︒そ
の
翌
日
付
で
︑信
雄

は
元
親
の
弟
の
香
宗
我
部
親
泰
に
対
し
て
そ
の
協
力
を

求
め
る
書
状
を
出
し
て
い
る
︒

小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
最
中
に
元
親
は
何
か
月
に

も
わ
た
り
信
雄
や
家
康
方
と
連
絡
を
交
わ
し
た
︒動
き

を
ま
と
め
る
と
︑開
戦
直
後
に
信
雄
・
家
康
方
か
ら
同

盟
を
求
め
て
い
る
こ
と
︒そ
し
て
信
雄
・
家
康
が
上
洛

す
る
際
に
︑秀
吉
の
背
後
を
撹
乱
す
る
た
め
に
元
親
の

淡
路
出
兵
を
当
初
提
示
し
︑小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
後

は
摂
津
と
か
播
磨
と
い
う
よ
う
に
本
州
の
方
に
渡
る
よ

う
求
め
始
め
た
こ
と
︒信
雄
と
し
て
は
長
宗
我
部
氏
を

下
に
見
る
と
い
う
意
識
が
あ
り
︑書
状
が
少
し
薄
礼
化

し
て
く
る
こ
と
︒信
雄
・
家
康
に
は
秀
吉
の
軍
勢
を
分

散
さ
せ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
︑元
親
に
し
て
も
近
隣
領

主
と
の
外
交
で
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ

と
︑で
あ
る
︒

た
だ
︑元
親
は
淡
路
制
圧
ど
こ
ろ
か
讃
岐
の
三
好
存

保
が
抵
抗
し
︑伊
予
方
面
で
は
毛
利
方
と
争
い
始
め
︑信

雄
・
家
康
方
の
期
待
す
る
動
き
は
で
き
な
か
っ
た
︒結

局
︑こ
の
同
盟
は
自
然
消
滅
し
︑天
正
十
二
年
十
一
月
に

信
雄
・
家
康
は
秀
吉
と
和
睦
し
た
︒置
い
て
い
か
れ
た

﹁﹃
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
﹄後
の
徳
川
家
康
と
豊
臣

秀
吉
﹂と
題
し
て
︑戦
い
後
の
秀
吉
・
家
康
関
係
の
解

明
に
つ
い
て
報
告
し
た
︒

豊
臣
政
権
の
研
究
と
い
う
の
は
戦
後
︑太
閤
検
地
論

争
と
い
う
大
き
な
論
争
が
あ
っ
た
よ
う
に
︑社
会
経
済

史
が
大
変
盛
ん
に
な
り
︑政
治
史
は
注
視
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
︒と
こ
ろ
が
近
年
︑政
治
史
の
分
野
で
も
か
な

り
色
々
な
研
究
が
出
て
き
て
い
る
︒秀
吉
文
書
が
活
字

化
さ
れ
た
こ
と
も
大
き
い
︒

小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
は
︑以
降
の
豊
臣
政
権
を
左

右
す
る
重
要
な
戦
い
で
︑一
般
的
に
は
家
康
の
智
謀
で

秀
吉
に
勝
利
し
た
戦
い
と
さ
れ
る
︒し
か
し
半
年
に
わ

た
っ
た
︑尾
張
だ
け
で
な
く
︑伊
勢
︑南
美
濃
で
の
広
域

を
分
割
し
て
︑家
康
と
景
勝
の
国
境
を
確
定
し
︑越
中

で
は
佐
々
成
政
と
の
間
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
︒信

濃
の
問
題
は
深
志
に
い
た
小
笠
原
氏
の
存
在
で
︑景

勝
は
家
康
の
後
ろ
盾
が
あ
る
小
笠
原
氏
と
筑
摩
郡
の

境
目
の
麻
績
・
千
見
を
取
合
い
し
て
い
た
︒

景
勝
と
秀
吉
は
あ
る
意
味
対
等
な
同
盟
関
係
を

保
っ
て
い
た
︒天
正
十
四
年
正
月
に
小
笠
原
氏
と

い
っ
た
ん
鉾
を
納
め
る
よ
う
秀
吉
は
景
勝
に
要
請
し

て
い
る
︒こ
れ
は
︑こ
の
前
年
十
一
月
に
家
康
の
家
臣

石
川
数
正
が
︑人
質
で
あ
っ
た
小
笠
原
貞
慶
の
子
供

を
連
れ
て
秀
吉
の
元
に
出
奔
し
た
こ
と
に
連
動
し

て
︑小
笠
原
氏
も
家
康
方
か
ら
秀
吉
方
に
移
っ
た
た

め
で
あ
る
︒た
だ
︑景
勝
は
秀
吉
の
要
請
を
受
け
入
れ

て
い
る
が
︑実
際
に
は
境
目
の
取
合
い
は
続
く
︒

信
濃
埴
科
方
面
で
は
天
正
十
一
年
に
家
康
方
の
真

田
昌
幸
が
海
士
渕
︑後
の
上
田
に
築
城
し
て
い
る
の

で
追
い
払
う
よ
う
景
勝
は
命
じ
て
い
る
︒景
勝
と
真

田
氏
と
は
敵
対
状
態
に
あ
っ
た
︒し
か
し
︑天
正
十
三

年
七
月
に
真
田
氏
は
景
勝
の
配
下
に
入
っ
た
︒つ
ま

り
景
勝
と
し
て
は
真
田
・
小
笠
原
氏
が
間
に
入
る
形

と
な
り
︑家
康
の
脅
威
が
消
滅
し
た
︒

景
勝
は
天
正
十
四
年
四
月
︑つ
い
に
上
洛
を
し
て

秀
吉
に
臣
従
す
る
決
意
を
し
た
︒こ
の
時
大
き
な
問

題
と
し
て
︑天
正
十
年
以
来
続
く
越
後
北
部
の
新
発

田
重
家
と
の
抗
争
︑そ
し
て
小
笠
原
氏
と
の
国
境
の

こ
と
が
あ
っ
た
︒秀
吉
か
ら
昨
年
の
越
中
佐
々
攻
め

に
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
︑小
笠
原
氏

の
押
領
を
黙
認
す
る
よ
う
強
要
さ
れ
た
︒

秀
吉
と
敵
対
関
係
だ
っ
た
家
康
が
や
っ
と
上
洛
を

し
て
秀
吉
に
臣
従
す
る
と
い
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
︒

お　
み　
　
　
せ
ん　
み

平野明夫氏
國學院大學講師

播
磨
報
告

播磨 良紀氏
中京大学教授

元
親
は
十
二
月
頃
和
睦
を
求
め
る
が
秀
吉
に
断
ら
れ
︑

翌
年
︑息
子
の
信
親
を
大
坂
に
居
住
さ
せ
て
奉
公
さ
せ

る
と
い
う
︑降
伏
す
る
形
で
受
け
入
れ
ら
れ
︑後
に
土
佐

一
国
を
安
堵
さ
れ
た
︒

ま
と
め
と
し
て
︑同
盟
で
の
メ
リ
ッ
ト
に
関
し
て
は
︑

軍
事
面
で
の
牽
制・挟
撃
︑外
交
面
で
の
宣
伝
で
あ
る
が
︑

挟
撃
に
関
し
て
は
元
親
勢
が
淡
路
に
渡
海
で
き
な
か
っ

た
の
で
限
定
的
と
い
う
よ
う
な
評
価
に
な
る
︒結
果
論

だ
が
︑元
親
に
こ
の
同
盟
が
も
た
ら
し
た
の
は
︑秀
吉
か

ら
の
脅
威
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
と
︑三
好

存
保
の
拠
点
で
あ
る
十
河
城
を
攻
略
で
き
た
こ
と
︒と

こ
ろ
が
最
終
的
に
孤
立
し
て
︑毛
利
輝
元
と
開
戦
し
︑そ

れ
が
結
局
秀
吉
に
攻
め
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
繋

が
っ
て
い
く
︒同
盟
が
結
果
的
に
悪
い
影
響
を
与
え
た

と
い
う
部
分
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

大
戦
争
で
あ
っ
た
︒

天
正
十
年
六
月
二
日
の
本
能
寺
の
変
後
︑六
月
後
半

に
織
田
家
の
宿
老
が
集
ま
っ
て
清
須
会
議
が
行
わ
れ

た
︒そ
の
結
果
︑三
法
師
を
当
主
と
し
て
四
宿
老
で
織
田

家
を
立
て
︑織
田
信
雄
・
信
孝
は
後
見
人
と
い
う
体
制

を
と
る
︒し
か
し
︑十
月
に
信
雄
・
信
孝
が
対
立
し
︑天

正
十
一
年
に
賤
个
岳
の
戦
い
を
中
心
と
す
る
戦
争
が
起

こ
っ
た
︒戦
い
後
︑信
雄
は
織
田
家
の
当
主
と
な
り
︑秀

吉
は
信
雄
を
支
え
る
宿
老
と
な
り
︑朝
廷
か
ら
は
秀
吉

へ
太
刀
と
勲
功
が
与
え
ら
れ
た
︒信
雄
に
は
与
え
ら
れ

て
い
な
い
︒秀
吉
は
四
月
か
五
月
に
上
洛
を
し
︑太
刀
な

ど
の
礼
に
朝
廷
に
行
く
が
︑そ
の
時
の
秀
吉
上
洛
を
公

家
が
書
い
た
日
記
に
は
︑ま
る
で
信
長
の
時
の
よ
う
だ

と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
︒つ
ま
り
︑一
方
で
は
今
ま
で

の
天
下
人
で
あ
っ
た
織
田
家
を
引
き
継
ぐ
信
雄
と
︑も

う
一
方
で
は
朝
廷
権
威
か
ら
認
め
ら
れ
た
秀
吉
と
い
う

存
在
が
出
て
く
る
︒

信
雄
は
そ
の
後
︑本
来
な
ら
ば
そ
の
ま
ま
上
洛
と
い

う
形
で
安
土
に
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
︑尾
張
に
戻
っ

て
地
域
支
配
を
展
開
す
る
︒そ
の
間
に
秀
吉
は
織
田
旧

臣
た
ち
を
多
く
味
方
に
し
て
︑天
正
十
二
年
の
三
月
か

ら
︑小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
が
起
き
る
︒

秀
吉
は
上
洛
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
官
位
官
職
を

貰
い
︑天
下
統
一
を
し
て
い
く
た
め
の
後
ろ
楯
と
し
て

朝
廷
を
利
用
し
て
い
く
︒こ
の
戦
い
で
信
雄
と
︑援
護
す

る
家
康
ら
は
戦
い
に
勝
っ
て
京
都
に
上
り
朝
廷
と
結
ぶ

こ
と
で
︑自
分
達
の
政
治
の
正
当
性
を
求
め
て
い
た
の

で
は
な
い
か
︒

和
睦
を
す
る
直
前
に
も
秀
吉
は
従
三
位
権
大
納
言

と
信
雄
よ
り
も
上
の
官
位
官
職
に
な
り
︑上
位
の
姿
勢

を
見
せ
る
︒そ
し
て
和
睦
交
渉
が
行
わ
れ
る
が
︑明
ら
か

に
秀
吉
の
勝
利
で
あ
っ
た
︒和
睦
条
件
は
信
雄
領
の
伊

勢
半
国
を
秀
吉
に
譲
る
︑そ
し
て
母
子
な
ど
を
人
質
と

し
て
差
し
出
す
こ
と
︒家
康
に
対
し
て
も
︑息
子
於
義

伊
︑岡
崎
城
代
石
川
数
正
の
人
質
の
差
出
を
要
求
し
た
︒

し    

ば

た
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矢
作
川
流
域
に
は
︑奈
良
時
代
か
ら

平
安
時
代
の
こ
ろ
北
野
廃
寺
︑別
郷
廃

寺
︑寺
領
廃
寺
が
あ
り
古
瓦
が
出
土
し

て
い
ま
す
︒ま
た
︑豊
川
流
域
に
も
古

代
寺
院
の
跡
が
あ
り
︑や
は
り
い
く
つ

も
の
古
瓦
が
出
土
し
て
い
ま
す
︒三
州

瓦
が
単
に
三
河
で
作
ら
れ
た
瓦
と
い

う
意
味
で
な
ら
︑古
代
か
ら
三
州
瓦
は

あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒し
か
し
︑

三
州
瓦
と
い
う
呼
称
は
︑そ
れ
な
り
の

専
門
的
な
技
術
を
持
つ
職
人
が
存
在

し
︑相
当
量
の
生
産
・
集
荷
・
出
荷
・

販
売
が
組
織
的
・
系
統
的
に
展
開
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
︑﹁
三
州
瓦
﹂と
い
う

ブ
ラ
ン
ド
に
は
な
り
ま
せ
ん
︒技
術
面

か
ら
み
て
も
瓦
を
む
ら
な
く
同
じ
色

に
す
る
こ
と
で
さ
え
︑焼
き
上
げ
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
専
門
の
職
人
と

窯
を
抱
え
て
い
な
い
と
で
き
な
い
こ

と
で
す
︒

安
城
市
藤
井
町
の
民
家
に﹁
西
三
瓦

祖　
岩
瀬
善
四
郎
碑
﹂︵
昭
和
四
年
建

立
︶が
あ
り
ま
す
︒そ
の
表
側
に
は﹁
我

が
岩
瀬
家
ハ
三
十
七
代
ナ
リ
寛
正
元

年
十
七
代
目
善
四
郎
ナ
ル
者
始
メ
テ

瓦
製
造
販
売
ヲ
開
始
シ
テ
斯
業
ノ
嚆

矢
タ
リ　
自
今
引
統
キ
専
ラ
営
業
シ

来
レ
リ　
依
ッ
テ
今
回
茲
ニ
碑
ヲ
設

立
シ
テ
記
念
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
﹂と
い

う
碑
文
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
︒こ
れ
を

信
じ
れ
ば
︑善
四
郎
が
室
町
時
代
に
瓦

を
造
り
販
売
活
動
を
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
︑こ
の
当
時
は

民
家
や
商
家
は
藁
か
茅
葺
き
︑あ
る
い

は
板
葺
き
の
上
に
土
を
載
せ
る
も
の

で
し
た
︒蓮
如
上
人
が
三
河
に
浄
土
真

宗
の
布
教
に
訪
れ
る
以
前
の
こ
と
で

あ
り
︑ま
だ
本
格
的
な
寺
院
が
盛
ん
に

建
立
さ
れ
て
い
く
時
代
で
は
あ
り
ま

せ
ん
︒ま
た
︑城
づ
く
り
が
盛
ん
に
な

る
桃
山
時
代
に
も
至
っ
て
も
い
ま
せ

ん
︒瓦
の
需
要
が
継
続
的
で
な
く
て
は

経
営
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
︒寛
正
年
間

︵
一
四
六
一
～
六
六
︶に
営
業
活
動
を

し
て
い
た
と
い
う
の
は
に
わ
か
に
信

じ
が
た
い
と
こ
ろ
で
す
︒ま
た
︑桃
山

時
代
以
前
の
作
り
方
で
あ
る
布
引
瓦

が
岩
瀬
家
付
近
で
出
土
し
て
い
な
い

こ
と
︑瓦
窯
の
跡
も
見
つ
か
っ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
当
時
の
瓦
生
産
販
売
地

が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
︒

江
戸
時
代
の
初
期
︑幕
府
の
開
府
で

大
都
市
化
し
だ
し
た
江
戸
で
︑大
名
屋

敷
の
建
設
や
大
寺
院
の
建
立
な
ど
で

瓦
使
用
が
多
く
な
り
ま
し
た
︒そ
の

後
︑八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
将
軍
時
代

︵
一
七
一
六
～
四
五
︶に
は
︑そ
れ
ま
で

禁
止
さ
れ
て
い
た
民
家
や
商
家
の
瓦

葺
き
禁
止
令
が
解
か
れ
︑恩
借
金
の
制

度︵
今
で
い
う
補
助
金
︶が
適
用
さ
れ

瓦
葺
き
が
奨
励
さ
れ
ま
し
た
︒江
戸
時

代
は
火
事
の
延
焼
を
防
ぐ
た
め
に
火

元
を
壊
し
た
り
隣
家
を
つ
ぶ
し
た
り

し
て
消
火
を
し
て
い
ま
し
た
︒そ
の
た

め
瓦
の
使
用
は
消
火
に
邪
魔
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
︑目
安
箱
に
瓦
が
防
火
に
良

い
こ
と
を
再
三
訴
え
る
者
が
あ
り
︑幕

府
も
江
戸
市
中
で
の
火
事
の
多
さ
に

苦
慮
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑そ
の
利
を

認
め
こ
の
禁
止
策
を
解
除
し
ま
し
た
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
瓦
の
需
要
を
高
め
生

産
を
増
加
さ
せ
ま
し
た
︒瓦
も
本
瓦
葺

き
か
ら
便
利
で
安
価
な
桟
瓦
葺
き
が

発
明
さ
れ
た
こ
と
も
民
家
や
商
家
へ

の
瓦
葺
き
の
普
及
を
早
め
ま
し
た
︒

こ
の
江
戸
の
需
要
を
ま
か
な
っ
た

の
が
︑三
河
で
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
三

州
瓦
で
し
た
︒こ
の
こ
ろ
産
地
の
中
心

は
す
で
に
矢
作
川
下
流
の
両
岸
を

下
っ
て
︑衣
浦
港
に
面
し
た
大
浜
・
棚

尾
か
ら
高
浜
方
面
に
な
っ
て
い
ま
し

た
︒西
三
河
の
矢
作
川
流
域
と
衣
浦
港

沿
岸
部
が
一
大
産
地
に
な
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
︑良
質
の
粘
土
が
取
れ
る

地
区
だ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
一
因
に

な
っ
て
い
ま
す
︒碧
海
台
地
は
砂
礫
層

と
粘
土
層
が
交
互
に
筋
を
な
し
て
地

層
を
形
成
し
て
お
り
︑市
内
で
も
特
に

古
井
︑桜
井
︑赤
松
で
は
良
質
の
粘
土

が
出
土
し
ま
し
た
︒粘
土
を
掘
り
出
す

場
所
は
運
が
良
け
れ
ば
︑表
土
を
三
︑

四
〇
セ
ン
チ
も
は
ね
の
け
れ
ば
粘
土

が
出
土
し
︑深
さ
三
︑四
メ
ー
ト
ル
く

ら
い
は
あ
り
ま
し
た
︒良
質
の
粘
土
は

青
み
が
か
っ
た
ゴ
ム
の
よ
う
な
弾
力

の
あ
る
コ
シ
の
強
い
土
で
す
︒粘
土
層

の
下
は
砂
混
じ
り
の
層
が
あ
り
︑さ
ら

に
そ
の
下
に
粘
土
の
層
が
あ
り
ま
す
︒

そ
し
て
一
番
下
に
陶
土
が
出
ま
し
た
︒

層
は
波
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で

一
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑碧

海
台
地
で
は
比
較
的
こ
の
よ
う
な
形

で
簡
単
に
良
質
の
粘
土
を
手
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒こ
う
し
た
条

件
も
あ
っ
て
古
く
か
ら
瓦
の
製
造
が

盛
ん
に
な
り
ま
し
た
︒ま
た
︑矢
作
川

や
海
の
近
く
で
あ
っ
た
こ
と
も
燃
料

と
な
る
薪
や
重
い
瓦
製
品
や
原
料
を

運
搬
す
る
の
に
便
利
で
し
た
︒初
め
の

段
階
か
ら
舟
運
で
江
戸
や
名
古
屋
に

販
路
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と

も
一
大
産
地
を
作
り
得
た
要
因
で
す
︒

現
在
︑高
浜
・
碧
南
地
区
は
三
州
瓦

の
産
地
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
化
を
確
立
し

て
い
ま
す
︒江
戸
時
代
の
後
期
か
ら
明

治
・
大
正
と
技
術
革
新
を
進
め
販
路

を
全
国
に
広
げ
た
結
果
に
よ
り
ま
す
︒

安
城
で
は
江
戸
時
代
の
瓦
師
と
し

て
名
が
残
っ
て
い
る
人
に
桜
井
村
の

筒
井
忠
蔵
︑古
井
村
の
待
田
家
︑東
端

村
の
孫
七
な
ど
が
い
ま
す
︒面
白
い
と

こ
ろ
で
は
東
端
村
の
瓦
師
五
兵
衛
が

松
本
城
修
築
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
︒

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

三
者
の
基
調
報
告
後
︑コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
平

野
氏
よ
り
︑こ
の
時
期
の
家
康
を
上
杉
︑長
宗
我
部
︑

秀
吉
の
立
場
か
ら
み
て
︑ま
た
そ
の
逆
は
ど
う
だ
っ

た
か
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
ま
し
た
︒

家
康
か
ら
み
た
上
杉
に
つ
い
て
福
原
氏
は
︑天
正

壬
午
の
乱
で
は
︑上
杉
氏
は
北
条
氏
に
匹
敵
す
る
大

き
な
大
名
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
︒天
正
十
年
十
月

に
家
康
と
北
条
が
和
睦
︑同
盟
し
︑大
き
な
脅
威
が
解

消
す
る
に
及
ん
で
︑上
杉
と
の
友
好
的
な
関
係
は
特

に
求
め
る
必
要
が
な
く
︑間
接
的
な
対
立
と
な
っ
た

の
で
は
︑と
さ
れ
ま
し
た
︒

家
康
か
ら
み
た
長
宗
我
部
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
平
井
氏
は
︑お
そ
ら
く
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
ま

で
は
︑ほ
と
ん
ど
接
触
が
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑四

月
三
十
日
付
の
本
多
正
信
よ
り
香
宗
我
部
親
泰
に

送
っ
た
書
状
は
初
め
て
の
音
信
で
あ
っ
た
︒長
久
手

の
戦
い
の
時
︑お
そ
ら
く
信
雄
が
最
初
に
交
渉
を
始

め
て
︑家
康
は
信
雄
と
一
緒
に
な
っ
て
長
宗
我
部
氏

と
交
渉
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑な
か
な
か
長
宗
我

部
氏
が
淡
路
に
出
兵
し
な
い
の
で
︑も
ど
か
し
い
思

い
を
し
︑結
局
自
然
消
滅
し
た
︑と
さ
れ
ま
し
た
︒

家
康
か
ら
み
た
秀
吉
に
つ
い
て
播
磨
氏
は
︑家
康

は
信
長
の
時
か
ら
︑関
東
を
任
さ
れ
る
と
い
う
存
在

で
︑本
能
寺
の
変
後
も
そ
の
形
態
が
続
く
︒信
雄
が
当

主
と
な
っ
て
も
︑織
田
家
の
当
主
と
し
て
家
康
は
そ

れ
に
従
う
と
い
う
姿
勢
で
︑関
東
を
任
さ
れ
る
︒一

方
︑秀
吉
か
ら
す
れ
ば
家
康
と
対
立
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
が
︑こ
れ
は
惣
無
事
論
争
で
も
あ
る
よ
う

に
︑天
正
十
一
年
の
時
で
も
や
は
り
織
田
家
と
し
て

そ
の
関
東
を
任
せ
る
よ
う
に
︑家
康
に
秀
吉
は
言
っ

て
い
る
︒そ
れ
か
ら
天
正
十
二
年
の
直
前
︑小
牧
・
長

久
手
の
戦
い
前
で
も
︑初
花
の
壺
を
贈
り
︑敵
対
関
係

で
は
な
い
︒し
か
し
︑小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
が
織
田

家
の
当
主
信
雄
と
秀
吉
が
戦
う
と
い
う
こ
と
で
︑織

田
家
の
当
主
信
雄
と
組
ん
で
戦
う
と
い
う
よ
う
に

な
っ
た
︒た
だ
注
意
す
べ
き
は
︑信
雄
が
上
洛
を
絶
え

ず
口
に
し
て
い
る
が
︑家
康
自
身
は
独
自
で
の
上
洛

で
は
な
く
︑信
雄
と
一
緒
に
上
洛
を
す
る
と
し
て
い

る
︒一
貫
し
て
織
田
家
を
援
助
す
る
姿
勢
で
い
る
︒こ

の
動
き
を
み
る
と
家
康
は
非
常
に
誠
実
な
動
き
を
し

て
い
る
︒織
田
家
と
し
て
も
︑豊
臣
大
名
と
し
て
も
︑

非
常
に
き
ち
っ
と
役
割
を
し
て
い
る
︒家
康
は
そ
の

時
の
政
治
情
勢
に
合
わ
せ
て
誠
実
に
動
い
て
い
た
の

で
は
な
い
か
︑と
さ
れ
ま
し
た
︒

質
問
と
し
て
は
︑小
田
原
の
役
後
の
信
雄
の
国
替

え
拒
否
に
つ
い
て
︑家
康
・
秀
吉
対
立
時
の
三
河
本

願
寺
教
団
赦
免
や
水
軍
と
の
関
わ
り
︑石
川
数
正
の

出
奔
理
由
に
つ
い
て
︑当
該
期
の
家
康
家
臣
団
の
変

化
に
つ
い
て
︑秀
吉
と
上
杉
と
の
連
携
に
つ
い
て
︑上

杉
の
領
国
に
つ
い
て
︑岡
崎
城
・
東
部
城
普
請
は
天

正
十
三
年
の
大
地
震
修
復
の
た
め
で
は
な
い
の
か

等
々
︑が
あ
り
ま
し
た
︒特
に
多
か
っ
た
の
は
︑本
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
今
回
初
め
て
関
係
を
持
つ
長
宗
我

部
氏
に
つ
い
て
で
︑長
宗
我
部
氏
の
本
能
寺
の
変
の

直
後
か
ら
賤
个
岳
の
戦
い
後
の
秀
吉
と
の
交
渉
と
そ

の
失
敗
後
に
つ
い
て
︑毛
利
と
の
関
係
に
つ
い
て
︑

関
个
原
合
戦
後
の
改
易
に
つ
い
て
︑な
ど
の
質
問
が

あ
り
ま
し
た
︒そ
の
う
ち
︑毛
利
と
の
関
係
に
つ
い
て

平
井
氏
は
︑毛
利
輝
元
に
対
し
て
︑元
親
か
ら
連
絡
を

と
っ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
を
︑信
雄
側
で
は
言
っ
て

い
る
の
で
︑毛
利
を
抱
き
こ
む
つ
も
り
は
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
︒ま
た
そ
れ
は
信
雄
が
毛
利
と
の
直
接
の

ル
ー
ト
を
作
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
︒結
局

こ
の
三
月
の
段
階
で
︑毛
利
は
す
で
に
秀
吉
側
に
つ

い
て
い
た
の
で
失
敗
に
終
わ
っ
た
だ
ろ
う
︑と
さ
れ

ま
し
た
︒

コ
メ
ン
ト
と
し
て
山
田
邦
明
氏︵
愛
知
大
学
教
授
︶

は
︑今
回
の
報
告
が
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
後
の
展

開
を
︑広
い
立
場
で
見
て
い
て
非
常
に
面
白
い
と
評

価
さ
れ
ま
し
た
︒ま
た
︑戦
い
後
に
信
雄
が
秀
吉
に
臣

従
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑家
康
は
上
洛
せ
ず
に
息

子
於
義
伊
を
養
子
に
出
し
た
段
階
を
謎
と
し
︑秀
吉

と
の
交
渉
で
︑天
正
十
二
年
の
冬
に
何
が
起
き
た
の

か
が
今
後
の
課
題
と
な
る
こ
と
︒そ
し
て
大
名
間
の

同
盟
を
考
え
る
場
合
︑友
好
関
係
︑起
請
文
取
り
交
わ

し
な
ど
様
々
な
段
階
が
あ
り
︑こ
の
養
子
差
出
し
は

重
要
な
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
︑と
に
か
く
戦
争
を
止
め

よ
う
︑と
い
う
協
定
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒そ
し

て
︑秀
吉
が
追
加
の
人
質
を
要
求
し
た
の
は
︑一
種
の

臣
従
要
求
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
︑そ
れ
を
家
康

が
拒
否
し
た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
説
明
で
き

る
の
で
は
︑と
さ
れ
ま
し
た
︒

こ
れ
に
つ
い
て
播
磨
氏
は
︑於
義
伊
の
差
出
し
は

臣
従
で
は
な
い
と
し
︑ま
た
︑秀
吉
母
の
大
政
所
の
岡

崎
派
遣
と
い
う
秀
吉
の
対
応
は
︑単
純
に
臣
従
と

言
っ
て
い
い
の
か
︑と
さ
れ
ま
し
た
︒

同
じ
く
平
井
氏
は
︑同
盟
の
度
合
い
か
ら
︑信
雄
・

家
康
陣
営
の
上
洛
志
向
は
秀
吉
の
上
方
支
配
状
況
の

打
破
を
象
徴
し
て
い
る
程
度
と
し
か
考
え
て
い
な

く
︑当
該
期
の
信
雄
・
家
康
と
長
宗
我
部
氏
と
の
同

盟
交
渉
の
経
過
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︑と
さ

れ
ま
し
た
︒

最
後
に
山
本
浩
樹
氏︵
龍
谷
大
学
教
授
︶は
︑小
牧
・

長
久
手
の
戦
い
時
に
木
曾
川
沿
い
で
の
信
雄
と
秀
吉

方
と
の
戦
い
で
は
援
軍
に
消
極
的
で
︑小
牧
城
程
度

ま
で
と
し
て
い
た
家
康
が
上
洛
を
考
え
て
い
た
の
か

疑
問
と
し
︑今
後
︑研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
り
明
ら
か

に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
︑と
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
︒

来
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
本
館
改
修
工
事
の

た
め
実
施
い
た
し
ま
せ
ん
︒し
か
し
再
来
年
に
は
︑記

念
と
な
る
第
10
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
い
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
︒ご
期
待
く
だ
さ
い
︒

秀
吉
側
に
は
そ
う
い
う
の
は
一
切
無
い
︒

そ
の
後
家
康
は
佐
々
成
政
と
の
関
係
が
疑
わ
れ
︑

秀
吉
か
ら
さ
ら
に
人
質
を
出
せ
と
命
じ
ら
れ
る
︒こ

の
要
求
に
対
し
て
家
康
は
中
々
応
じ
な
か
っ
た
︒こ

の
時
︑秀
吉
は
紀
州
攻
め
︑そ
し
て
四
国
攻
め
を
し
︑

関
白
に
任
じ
ら
れ
た
︒天
正
十
三
年
十
一
月
に
石
川

数
正
が
出
奔
し
︑翌
年
正
月
に
は
︑秀
吉
は
三
河
攻

め
を
明
言
す
る
︒家
康
は
そ
れ
に
対
し
て
︑東
部
城
・

岡
崎
城
な
ど
の
普
請
を
し
て
︑対
秀
吉
の
動
き
を
み

せ
る
︒信
雄
は
家
康
を
説
得
し
︑秀
吉
の
妹
の
朝
日

を
家
康
に
輿
入
れ
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
︒跡
部
信

氏
の
研
究
で
は
︑対
真
田
の
戦
争
が
あ
り
︑秀
吉
が

家
康
方
に
味
方
し
て
助
力
し
た
こ
と
で
家
康
は
臣

従
し
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
る
︒

そ
し
て
五
︑六
月
頃
に
家
康
は
秀
吉
か
ら
三
位
中

将
参
議
の
官
位
官
職
を
貰
っ
て
い
る
︒秀
吉
は
朝
廷

の
権
威
に
基
づ
い
て
自
分
の
天
下
統
一
を
正
当
化

し
た
︑そ
の
論
理
の
中
に
臣
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

家
康
も
そ
こ
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
︒官
位
官
職
を
貰

い
︑家
康
は
家
臣
団
統
制
を
し
て
い
く
︒

後
に
官
位
的
に
は
家
康
は
ナ
ン
バ
ー
２
に
な
る
︒

そ
の
後
関
白
秀
次
が
誕
生
す
る
が
︑や
は
り
家
康
は

一
族
以
外
で
は
ト
ッ
プ
で
あ
る
︒豊
臣
政
権
で
の
家

康
の
役
割
と
い
う
の
は
︑ま
さ
に
豊
臣
政
権
の
中
で

﹁
関
東
惣
無
事
﹂と
い
う
役
割
を
持
っ
て
東
国
支
配
︑

東
国
戦
争
の
中
で
非
常
に
重
要
な
役
割
︑そ
れ
も
忠

実
に
果
た
し
て
い
る
︒﹁
秀
次
事
件
﹂等
が
起
こ
る
前

後
か
ら
︑跡
部
氏
よ
れ
ば
二
大
老
制
︑﹁
秀
次
事
件
﹂

が
起
こ
っ
て
も
東
国
が
家
康
︑西
国
は
毛
利
と
い
う

よ
う
な
形
で
︑豊
臣
政
権
は
運
営
さ
れ
て
い
く
︑と

す
る
︒秀
吉
が
死
ぬ
と
︑豊
臣
政
権
の
官
職
で
家
康

が
ト
ッ
プ
な
の
で
︑そ
こ
に
政
権
が
作
ら
れ
︑江
戸

幕
府
に
な
る
と
い
う
の
は
必
然
的
な
流
れ
で
は
な

い
か
︒


