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戦
略
上
か
ら
掴
米
地
域
だ
そ
の
西
に
按
薦
す
る
栗
源
道
地
方
と
の
槻
係
を
考
察
す
る
に
､
甲
機
室

二
州
ビ
武
相
而

閉
ざ
の
問
に
､
鍋
兼
山
系
だ
そ
の
南
に
覆

い
花
道
志
井
韓
箱
根
の
譜
山
地
が
あ
っ
て
'
之
よ
り
流
出
す
る
諸
州
の
渓

谷
が
自
然
の
交
通
緑
を
成
す
こ
亡
は
前
稿
に
論
じ
た
る
利
根
川
の
水
源
の
誹
渓
谷
の
越
濃
雨
間
の
交
通
線
ど
な
っ
て

ゐ
る
の
ど
趣
を
同
ふ
し
て
ゐ
る
｡

試
に
垂

加
だ
甲
府
だ
を
作
戦
の
根
接
地
ビ
し
て
封
立
し
た
両
軍
を
想
像
す
れ
ば
､
甲
府
盆
地
の
東
北
適
に
潜

り
荒

川
の
上
流
秩
父
盆
地
か
ら
叩
武
信
ケ
撒
(
二
四
八
三
光
)
の
兼
に
懸
る
腫
坂
峠
(
二
〇
八
二
光
)を
越
え
て
笛
吹
川
の
上

枕
に
出
る
の
が
強
壮
の

一
交
通
線
な
る
も
､
過
は
関
東
山
系
の
最
も
高
峻
な
る
部
分
を
通
過
す
る
除
道
に
し
て
､
恐

ら
-
は
大
軍
を
動
か
す
場
合
に
そ
の
幹
線
た
る
の
資
格
な
か
る
ペ
-
､
之
に
此
す
れ
ば
多
摩
川
上
流
か
ら
柳
輝
峠
(
1

四
七
六
米
)
を
越
え
て
焼
山
に
出
る
も
の
が
温
か
に
容
易
で
､
青
梅
街
道
ビ
し
て
寛
婆
な
る
交
通
紙
で
あ
る
｡
近
頃

小
説
で
有
名

1̂J
な
っ
た
大
背
蘭
峠
は
こ
の
時
の
兼
か
ら
商
に
連
亘
す
る
大
著
薩
嶺
(
二
〇
五
七
光
)
の
筒
に
在
る
燕
雀

根
幹

51地
批
単
的
考
察

二
二
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に常るもーl八九七米の高嶺にしてその間道.,Jして稀に利用されたものである｡

第三の交通線は祁横川､TJその上流の鮭川の淡谷に拾ひ笹子峠(1〇九六米)を越え勝沼に出て甲府に連する甲州術道の藤線にして､この上流地方は甲斐の楽部南都留郡を含み'大菩薩峠ビ荘子埠だは郡内̂fJ長原山梨八代の諮郡から成った問中だ置別して郡内だして知られた地方である｡この地勢上仲間地帯を占むる郡内は太用慮氏(日本間証資料叢事甲斐)に捉へば風俗言帯共に甲州よりも相州に似てゐるどいふのは両白い事賓である｡而して郡内の東通は支谷鶴川の兼側に上野原町があって相州の北に突出した部分を横断-て武州八王寺に通せる和田峠の甲州街道支線だその幹線の八王寺から小楯峠を越えて相模川横谷に下って此の地位に入るものとの骨食酢を据制する位置を古めでゐ

る0

江戸を中心ビした槻兼の西方甲州に通せる未踏たる小体細田の出口に普る八王子ビ.その裏路たる菅梅荷造の出口に在る青梅はこの方面防備の軍都にして'就中八王子は戦略上最も枢要であった｡蓋し此の地瓢は多摩川の支流浅川の一小盆地L･iるも､小俳峠の兼に陀立する高尾山から尾を引いて東走する多摩の横山丘鼻は相模川の中野に臨み.平安朝中葉以凍武州の一家族たる横山篤の割

たき

接した虞であ-'この附近は武蔵和牧由比石川繭牧場の所在地でもあって､その正北の丹木に大石定翼の築いた瀧山城があ-'壮健氏盟に至-八王子に集いで之に移ったどいひ､徳川幕府の初期には氏g=:の捜落後に祭った落武者野武士の惣奉行どして大久保長安を置きP後には千人組を以って甲

州qLlの警固に督らしめ､市街酉鼎の千人町にその名城を留めてゐるO



八
王
子
の
戦
略
地
理
的
概
低
は
劣
町
井
府
時
代
以
後
数
次
の
載
堺
に
秘
め
ら
れ
る
が
ー
そ
の

1
例
は
武
田
信
長
に

封
す
る
足
利
成
氏
の
作
戦
に
し
て
､
暇
空

-I+
三
年
(
一
四
二
六
年
)
六
月
二
十
大
口
成
氏
は
横
出
口
か
ら
甲
州
に
敬

向
し
､
信
長
は
猿
橋
に
出
て
之
に
封
抗
し
た
｡
但
し
此
の
時
に
は
武
減
七
篤
が
秩
父
口
(
雁
坂
峠
)
か
ら
乱
入
し
て
信

長
の
背
裸
か･l脅
か
し
た
の
で
､
信
長
が
降
服
L
先
の
で
あ
っ
た
.

瀧
山
城
に
禍
し
て
は
梅
花
無
鞘
減
に
武
の
二
十
飴
郡
誼
-
指
呼
に
属
し
'
勝
地
を
武
野
に
現
し
て
頗
る
最
壁
の
傍

を
設
-
ど
い
ふ
も
の
ら
し
-
'
天
文
二
十

1
年
管
傾
上
杉
窓
の
眉
に
よ
っ
て
越
後
勢
三
千
飴
騎
で
宇
佐
美
定
行
な
大

勝
だ
し
て
攻
め
上
か
.
七
月
七
日
此
塵
に
櫨

っ
た
都
路
遠
山
甲
斐
守
を
始
め
千
飴
覇
を
討
ち
取
っ
た
ビ
い
ひ
､
永
稚

三
年
上
杉
謙
信
の
出
陣
の
時
に
は
氏
照
は
八
王
子
城
に
ゐ
て
没
落
し
た
だ
い
ひ
､
又
C
,氷
稚
十
二
年
の
武
田
信
玄
の

小
田
原
攻
め
の
時
に
は
乱
山
城
に
押
し
寄
せ
'
氏
服
は
尊
敬
し
て
勝
損
の
銑
錦
を
挫
い
て
之
を
撃
退
し
た
だ
い
ふ
｡

澱
後
の
例
は
天
正
十
八
年
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
の
時
で
'
此
の
時
に
は
氏
照
は
小
田
原
城
に
在

っ
て
部
肺
の

横
地
監
物
長
次
等
が
之
を
守
-
'
秀
吉
は
天
文
望

H
例
L1こ
よ
っ
た
も
の
か
前
田
利
家
に
上
杉
景
勝
を
加

へ
で
之
に
向

は
し
め
'
そ
の
獄
吏
に
よ
っ
て
脆
-
も
落
城
し
た
0

北
棟
早
雲
以
後
北
使
望

福

は
伊
豆
か
ら
進
出
し
て
踊
東
中
野
の
囲
牛
を
占
有
し
た
鍋
係
か
ら
'
頼
朝
時
政
の
鎌

倉
に
櫨

-
伊
東
の
状
接
地
だ
の
.連
絡
を
問
っ
た
放
棄t
に
倣
ひ
､
耐
か
も
鎌
倉
よ
-
も
更
に
牛
島
に
接
近
L
た
る
小
田

原
城
に
渡

っ
て
謙
信
信
玄
等
の
弧
敵
に
封
抗
し
真
の
で
あ
っ
た
｡
而
し
て
甲
州
勢
の
こ
の
方
両

へ
の
出
兵
は
何
時
も

相
模
川
に
胎
ひ
津
久
井
郡
に
向
つ
た
｡

今
の
相
州
津
久
郡
西
北
部
は
遺
志
川
の
北
岸
に
在
っ
て
'
道
志
山
塊
の
兼
備
は
此
に
雄
･C,'
和
名
抄
に
都
留
郡
の

準
仰
山
地
組
串
的
考
祭

〓'tll-

三
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四

四

相
模
郷
･,･J
い
ふ
も
の
は
比
の
蛍
に
皆

-
'
妊
停
年
閏
に
甲
相
繭
問
の
囲
境
軍
講
の
後
に
荊
州
に
附
け
た
虞
ビ
憩
は
れ

る
｡
中
野
は
相
模
道
志
耐
水
の
<
=
流
鮎
の
下
に
在
っ
て
'
そ
の
兼
に
徳
川
幕
府
の
荒
川
御
番
所
を
置
き
舶
筏
の
貫
賦

を
徴
収
し
た
廃
で
､
そ
の
菜
摘
の
版
小
屋
ビ
い
ふ
部
落
は
中
野
の
覇
に
肇
ゆ
る
塵
高
三
七

1
米
の
津
久
井
城
に
閥
聯

し
た
名
桝
に
し
て
.
天
文
天
正
の
頃
北
櫨
氏
の
部
賂
内
藤
氏
の
甲
州
の
押

ヘ
ビ
し
て
屠
花
城
地
で
あ
る
.
大
永
四
年

に
武
托t
信
虎
が
独
柿
に
出
陣
し
て
上
杉
憲
鼻
ビ
説

Ic,食
い
'
五
年
に
早
雲
ビ
載
っ
た
頃
か
ら
要
地
ど
な
り
.
特
に
永

純
十
二
年
信
玄
の
小
田
原
攻
め
の
時
に
は
平
塚
か
ら
金
田
を
経
て
糎
路
を
そ
の
東
南
の
三
糖
峠
に
取

-
'
氏
照
等
二

菌
飴
胸
を
以
っ
て
之
を
取
-
切
っ
て
甲
州
勢
追
撃
の
激
戦
が
あ
っ
た
｡

小
田
原
城
の
戦
略
上
の
位
龍
は
箱
状
火
山
の
兼
北
麓
に
在

っ
て
､
酒
勾
川
を

渡
っ
て
関
東
平
野
の
東
商
隅
を
倣
制

L
箱
状
足
柄
両
縛
遣
及
び
牛
島
の
東
岸
に
滑
ふ
た
覇
道
の
骨
各

期
凍
占
め
､
踊
東
八
州
の
栗
源
道
交
通
線
は
そ
の
北

1
二
粁
の
枚
rH
東
北

1
五
肝
の
秦
野
を
振
る

1
線
あ
る
も
､
前
稿
に
述

べ
た
榛
名
山
麓
の
箕
輪
城
だ
南
北
好

一
封
の

要
地
で
あ
る
｡

前
両
者
の
中
足
柄
峠
は
既
に
述

べ
た
如
-
最
も
容
易
な
る
交
通
線
に
し
て
.
肺
門
の
我
し
た
時
に
も
凡
そ
八
開
を

領
せ
ん
稗
に
天
朝
の
罫
攻
め
凍
ら
ば
､
足
柄
碓
氷
竺

7鏑
を
囲
め
薗
さ
に
坂
兼
を
無
ぐ

ペ
し
蔓
言
っ
た
の
も
雷
然
で

あ
る
.
箱
状
村
道
の
開
け
た
の
は
延
廓
二
十

1
年
(
八
〇
二
年
)五
月
富
士
山
噴
火
に
よ
り
足
柄
路
の
焼
石
に
埋
没
し

た
軒
先
で
'
翌
年
復
薦
し
て
再
び
通
路
だ
な
り
.
百
年
の
後
昌
泰
二
年
(
八
九
九
年
)
に
碓
氷
1̂J
共
に
足
柄
に
掬
を
置

か
せ
た
官
職
が
あ
る
｡
鎌
倉
幕
府
の
開
か
れ
た
後
に
建
久
元
年
十
月
鵡
朝
の
上
洛
に
此
を
通
過
し
た
も
の
で
.
薯
宴

銃
に
よ
れ
ば
三
日
鎌
倉
を
験
し
五
日
闘
本
を
通
っ
て
ゐ
る
0



二
〇

足
柄
箱
根
両
道
は
屡
々
東
西
術
封
抗
軍
の
衝
突
し
た
場
魔
で
､
就
中
建
武
三
年
十
二
月
新
円
義
貞
の
足
利
尊
氏
征

伐
に
向
つ
た
時
の
激
戦
は
太
平
記
の
美
文
に
描
零
さ
れ
て
'
周
-
人
の
知
る
朗
で
あ
る
｡
東
下
し
た
養
眉
は
矢
矧
川

で
足
利
直
義
を

一
蹴
L
t
破
竹
の
勢
で
伊
豆
の
閥
府
三
島
に
水
着
し
､
薫
月
の
本
隊
は
箱
根
に
向
ひ
脇
屈
義
助
は
錦

旗
を
掲
げ
親
王
を
奉
じ
て
足
柄
峠
の
閣
僚
竹
ノ
下
に
向
っ
た
｡
触
る
に
此
の
時
義
貞
は
勢
に
乗
じ
て
蔭
義
を
追
挿
し

て
未

だ
賊
軍
の
陣
容
を
立
て
直
す
に
暇
を
免
れ
ず
に
此
の
開
鞘
を
突
破
し
た
ら
ば
'
敗
報
に
驚
い
て
麹
長
寺
に
入
っ

た
尊
氏
を
し
て
帯
び
出
で
～
両
関
に
防
戦
す
る
を
串
ざ
ら
し
め
た
啓
で
'
そ
の
逗
留
は
大
失
態
に
し
て
'
建
武
中
興

の
成
否
は
賓
に
此
の
怠
慢
に
係
っ
た
ビ
い
ふ
可
き
で
あ
っ
た
｡

鎌
倉
勢
は
尊
氏
の
本
隊
が
竹

ノ
下
に
向
ひ
'
直
義
は
箱
根
に
向
ひ
'
十
二
日
開
府
を
憩
L
化
骨
罫
は
南
開
の
険
に

疲
っ
克
大
軍
に
対
し
て
攻
撃
を
起
し
､
義
貞
の
本
隊
は
善
戦
し
て
賊
軍
を
縄
逐
し
た
が
､
竹

ノ
下
に
向
つ
た
義
朗
は

之
に
従
っ
た
大
友
鰻
谷
等
の
裳
切
-
に
よ
っ
て
党
づ
潰
え
た
の
で
全
軍
絶
崩
れ
ど
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

鎌
倉
肝
の
足
利
持
氏
が
将
軍
義
数
･fJ
不
和
ど
な
り
'
永
亨
十
年
二

四
三
八
年
)
九
月
上
杉
持
房
の
征
討
罫
の
先
鋒

だ
な
っ
て
東
下
し
た
時
に
は
'
三
島
か
ら
進
ん
だ
持
房
の
箕
に
封
し
て
は
箱
根
を
守
っ
た
持
氏
の
郵
纏
等
が
回
守
し

て
之
を
防
い

だが
､
征
討
軍
の
捕
手
に
廻
っ
た
今
川
範
忠
は
足
柄
を
捕
え
て
早
川
風
怨
尻
に
て
持
氏
の
部
播
上
杉
意

寓
等
を
破
っ
た
の
で
'
箱
根
も
亦
た
潰
え
た
ら
し
-
､
持
房
は
高
麗
寺
山
(
大
磯
)
に
陣
を
進
め
た
｡
武
州
高
安
寺
(
磨

中
町
にこ
衣
-
)
に
陣
し
た
持
氏
は
此
の
敗
報
を
開
き
陣
を
厚
木
の
対
岸
海
老
名
に
移
し
て
､
木
月
持
挙
を
し
て
八
幡

柿
(
中
原
か
)
に
陣
し
て
之
に
輔

へ
し
め
た
る
も
､
終
に
支
-
る
能
は
や
し
て
'
鎌
倉
に
入
-
剃
壁
L
t
後
に
逼
ら
れ

職
餅
の
地
鎚
蝉
的
考
察

小岩

･

五
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懇
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雄

ニ
ハ六

六

で
自
殺
し

た
.
此
の
時
に
は
前
ビ
は
東
西
成
敗

の結
澱
が
仝
-
反
封
で
あ
っ
た
が
p

足
柄
峠
を
適
え
た
方
が
箱
状
に

戟
ふ
敵
軍
を
駆
逐
す
る
鮎
は
同

1
で
､
要
す
る
に
通
過
の
容
易
な
る
足
柄
越
の
奪
取
が
攻
撃
軍
に
必
宴
な
る
は
明
瞭

で
あ
る
0

天
正
十
八
年
三
月
愚
駐
秀
嵩
め
小
田
原
陣
に
も
同
じ
-
箱
根
を
越
え
て
攻
め
込
み
.
そ
の
大
軍
に
卸
し
て
西
南
山

腹
の
山
中
城
北
づ
陪
わ
､
山
上
の
守
兵
も
紹

い
て
滑
走
し
た
の
で
､
天
険
は
何
の
用
を
な
さ
な
ん
だ
Oy
是
は
北
棟
氏

政
が
越
後
甲
州
等
の
強
兵
を
城
下
に
引
き
寄
て
そ
の
鋭
錦
を
挫
い
た
俸
舵
的
守
勢
防
禦
の
作
戦
を
套
親
し
で
五
畿
南

海
山
陰
山
陽
九
州
北
陸
の
軍
勢
凡
そ
二
十
五
菌
騎
ビ
雛
す
る
大
軍
に
皆
ら
ん
だ
し
た
拙
策
に
し
て
､
天
子
を
挟
ん
で

天
下
に
漉
令
す
る
秀
音
に
封
抗
せ
ん
Ad
し
た
の
は
孤
卵
磐
石
に
魔
せ
ら
る
う
に
等
し
-
7
既
に
降
服
を
肯
せ
ぬ
以
上

は
基
め
解
る

だけ
の
軍
勢
を
集
め
て
足
柄
箱
状
の
険
に
凌

-
l
快
哉
を
試
む
る
の
外
な
き
場
各
で
あ
っ
た
｡
然
る
に

兵
を
歯
々
の
孤
城
に
分
っ
て
徒
ら
に
小
田
脱
の

一
塊
41J
蘭
放
し
て
之
に
薗
ら
ん
だ
し
た
の
は
早
雲
氏
康
の
時
代
ビ
仝

-
異
っ
た
天
下
の
大
勢
に
陪
き
鉛
誤
だ
い
ふ
外
は
な
い
.
故
に
比
の
戦
役
に
足
柄
箱
根
が
そ
の
地
和
的
意
華
の
十
分

見
え
ぬ
の
は
拭
政
の
作
戦
の
根
本
か
ら
起
っ
た
も
の
で
､
大
阪
役
に
異
相
寒
村
等
の
宗
伏
見
に
打
っ
て
出
ん
だ
し
た

攻
勢
防
梨
の
方
略
が
採
用
さ
れ
な
ん
だ
の
ど
前
後
同

1
轍
の
英
断
を
秋
い
た
感
覚
で
あ
っ
た
｡

〓B

次
に
甲
機
宜
三
州
の

地

勢
の
戦
略
地
理
上
の
意
義
を
観
る
に
p
戦
闘
時
代
に
武
1-11
氏
の
櫨

っ
た
甲
斐
均
は
地
勢
上

甲
府
盆
地
即
ち
甲
斐
で
園
中
だ
栴
す
る
山
梨

玉
座
八
代
の
四
郡
だ
郡
内
即
ち
都
留
二
郡
ビ
に
分
れ
'
甲
府
盆
地
は
酉

に
亦
石
山
系
の
峻
嶺
が
壁
宜
し
､
北
は
八
ケ
緑
火
山
が
鮪
嘱
し
.
兼
北
は
甲
府
信
山
か
ら
西
南
に
尾
を
曳
い
た
御
獄



川
塊
が
あ
-
.
束
は
前
に
述

べ
た
大
著
磯
城
が
南
北
に
走
-
､
宿
に
は
そ
･の
頂
き
の
御
坂
山
脈
が
あ
っ
て
､
文
字
通

-
四
艶
の
地
を
成
し
'
敵
軍
の
侵
入
を
防
ぐ
に
便
な
る
婁
宰
堅
固
の
地
匿
で
.あ
る
｡
而
し
て
そ
の
交
通
線
は
前
に
畢

げ
た
兼
に
向
つ
た
育
梅
栃
遭
.じ
甲
府
術
道
の
両
線
の
外
に
'
釜
無
川
断
暦
に
沿
ふ
て
赤
石
山
系
の
東
北
健
を
八
ケ
羅

裾
野
亡
の
間
を
酉
北
に
向
ひ
諏
訪
湖
盆
に
迫
す
る
も
の
p
著
利
子
か
ら
北
に
向
ひ
入
ケ
揃
の
東
麓
を
北
港
し
て
信
濃

かし
かぎは

東
南
部
に
入
る
佐
久
甲
肝
街
道
'
盆
地
の
酉
商
隅
轍

桂

か

ら
富
士
川
に
滑
ふ
甲
魔
術
遺
'
甲
裾
か
ら
正
南
に
向
ひ
御

坂
山
脈
の
西
部
に
探
-
切
り
込
ん

だ横
谷
の
低
い
分
水
嶺
た
る
女
坂
を
越
え
る
甲
駿
中
道
'
甲
府
か
ら
東
南
に
向
ひ

御
坂
(
1i
五
二
五
米
)
を
越
え
て
南
都
留
郡
の
西
部
に
入
C
､

河
口
山
中
両
湖
畔
心
沿
ひ
富
士
山
東
北
麓
を
南
走
し
て

碓
坂
峠
を
降

-
御
殿
場
に
出
る
沼
津
街
道
が
あ
る
｡

甲
府
盆
地
だ
銅
東
中
野
だ
の
我
晴
上
の
閥
係
を
考
察
す
る
に
常

り
韮
姿
な
る
は
､
富
士
山
兼
の
瓢
湖
を
水
原
だ
し

て
東
北
に
流
れ
る
枝
川
p
北
方
か
ら
之
に
各
流
す
る
鶴
川
等
の
渓
谷
を
含
む
郡
内
が
両
者
の
中
間
地
昔
を
成
し
'
大

菩
薩
峠
征
子
峠
御
坂
の
間
に
蓮
瓦
す
る
山
縁

の障
壁
に
よ
-
掩
護
さ
れ
た
甲
府
銀
地
か
ら
は
兼
及
び
東
南
に
出
動
す

る
に
は
此
の
地
帯
を
通
過
す
る
お
姿
L
t
閥
東
地
方
か
ら
甲
府
盆
地
に
攻
め
入
ら
ん
だ
す
る
に
も
赤
化
此
の
地
背
を

占
領
す
る
に
非
ざ
れ
ば
如
何
ビ
も
し
難

い
.
之
を
換
言
す
れ
ば
郡
内
は
両
勢
力
の
緩
衝
地
帯
で
も
あ
れ
ば
ま
た
磯
崎

に
必
軍
の
地
帯
だ
も
な
る
評
で
あ
る
｡

室
町
幕
府
時
代
以
後
今
川
武
田
北
櫨
の
漕
家
が
順
次
没
落
す
る
ま
で
の
間
に
此
盛
に
起
っ
た
戦
闘
の
性
貨
だ
目
的

は
比
の
見
地
か
ら
頗
る
面
白
-
､
此
巌
に
配
置
さ
れ
た
豪
族
の
城
の
位
置
も
亦
化
そ
の
意
義
が
坤
骨
さ
れ
る
｡

此
の
地
帯
の
来
鼎
に
在
る
上
野
原
だ
商
連
に
在
る
穐
坂
峠
ビ
は
兼
方

へ
ビ
南
方

へ
ど
の
出
口
だ
し
て
最
も
重
要
に

枇
軒

の
地
批
準
的
考
接

t志

七



地

球

第
十
三
魯

解
王
統

二
六

八

し
て
.
そ
の
中
で
も
上
野
原
は
都
留
川
の
合
流
斯
.<q･,轍
制
す
る
基
地
の
上
に
在
っ
て
p
加
藤
澄
廉
の
子
発
朝
の
後
荷

が
此
盛
に
居
て
p
加
藤
入
道
兜
玄
は
武
E=
信
長
の
後
援
者
ど
な
っ
て
逸
見
有
匿
ピ
甲
斐
圃
守
護
職
を
軍
ふ
た
こ
kJも

あ
る
｡
利
摸
川
の
水
運
は
此
場
ま
で
迫
す
る
の
で
特
に
交
通
上
の
要
地
で
'
甲
斐

一
風
の
東
方
に
進
出
す
る
必
由
の

門
戸
を
成

L
P
従
っ
て
侵
入
罪
を
喰
ひ
止
め
る
に
も
固
守
せ
ざ
る
可
ら

ざ
る
要
地
で
あ
る
｡

我
問
時
代
にこ
入
-
上
野
は
武
甜
氏
の
支
族
大
井
氏
の
居
城
ど
な

り
､
永
正
十
二
年
大
井
信
連
の
侶
貯
ビ
戦
っ
た
時

に
は
､
武
田
勢
は
城
外
保
田
に
馬
を
乗
入
れ
て
部
路
の
戦
死
す
る
も
の
が
あ
っ
た
｡
そ
の
後
大
井
氏
は
今
川
氏
親
の

援
兵
を
乞
ひ
た
る
も
､
十
七
年
終
に
降

-
.
そ
の
淀
落
後
は
小
山
tjiI
氏
の
所
属
に
蹄
し
た
ら
し
-
.
倍
虎
の
大
永
四

年
管
領
上
杉
怒
房
ど
の
封
抗
に
常

-
津
久
井
郡
に
出
動
し
た
時
に
此
盛
を
鮭
た
こ
ど
も
疑
な
い
｡

第
二
は
高
野
川
の
合
流
瓢
に
在
る
猿
橋
に
し
て
､
甲
州
勢
の
東
進
す
る
に
皆

-
屡
々
足
溜

り
ど
な
っ
た
虞
で
､
鷹

永
二
十
三
年
成
氏
の
横
山
に
出
動
し
た
時
に
武
田
信
長
は
此
盛
に
卦
で
､
大
永
四
年
信
虎
も
赤
化

1
寓
八
千
の
甲
州

勢
を
率
ひ
て
此
塵
に
出
で
た
｡
但
し
侶
虎
は
津
久
井
城
を
隅
れ
る
こ
だ
が
出
家
や
に
上
杉
氏
だ
和
睦
し
た
だ
い
ふ
.

猿
橋
の
西
に
は
幹
支
嫡
流
の
l間
に
形
勝
を
占
め
た
岩
願
出
の
城
砦
が
あ
っ
て
､
甲
州
軍
艦
に
疲
れ
ば
駿
河
久
能
上
野

吾
妻
だ
共
に
三
所
の
名
城
ビ
し
て
数

へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
蕊
し
こ
の
城
は
小
山
田
氏
の
頃
に
成
典
を
置
い
て
ゐ
た
も
の

で
あ
る
｡
小
山
m
氏
は
武
威
七
蔑
秩
父
氏
の
支
族
に
し
て
'
そ
の
郡
内

7
園
を
占
有
し
た
の
は
永
正
十
七
年
岩
殿
七

祉
擢
硯
の
棟
札
に
郡
守
護
平
信
有
の
名
を
載
せ
た
る
に
明
か
で
あ
る
｡
然
れ
ざ
も
そ
の
居
城
は
鮭
川
績
谷
の
上
流
平

地
に
在
る
谷
村
で
'
此
に
築
い
た
勝
山
城
+<q･J屠
館
ビ
し
､
岩
厳
戒
は
変
容
城
で
あ
っ
た
｡

そ
の
谷
村
を
居
館
ビ
し
た
の
は
西
方
御
坂
山
脈
南
耽

読
仰
防
備
の
必
要
か
ら
都
留
両
郡
の
中
央
を
選
ん

だの
で
あ



る
0

そ
の
初
は
小
山
HI
舘
は
今
の
金
井
村
に
在
っ
て
､
天
文
元
年
か
ら
谷
村
に
港
-
､
天
正
十
年
ま
で
五
i-
.i
年
此

に
任
し
た
.
此
の
年
武
旺1
氏
･1品

に
穐
m
信
長
に
亡
さ
れ
て
､
此
の
地
方
は
.1
且
は
北
憧
氏
の
手
に
落
ち
た
が
.
そ

の
以
前
に
も
北
偵
氏
は
屡
々
兵
を
此
に
出
し
'
早
雲
は
明
璽

Tp
堅

五
年
文
重

光
.
二
年
の
五
回
に
瓦
も
侵
入
L
p

そ
の
雑
踏
は
何
時
も
龍
坂
峠
を
越
え
る
沼
津
街
道
に
由
っ
た
ら
し
-
.
大
永
五
年
信
虎
は
氏
綱
だ
簡
坂
に
耽
ひ
.
事

撃

一年
に
は
小
山
田
越
中
守
は
猿
橋
で
之
だ
戦
ひ
'
同
四
年
に
は
氏
鋼
に
破
ら
れ
て
ゐ
る
｡
谷
村
勝
山
城
は
此
の
戦

敗
後
に
防
無
を
堅
固
に
し
た
も
の
で
あ
ら

う
｡

天
正
十
年
北
棟
勢
の
侵
入
し
た
時
に
は
そ
の

一
手
は
谷
村
を
取
接
地
･fJ
し
て
御
坂
笹
子
屑
道
か
ら
甲
府
に
人
ら
ん

と
し
て
鳥
居
元
忠
に
撃
過
さ
れ
た
｡

明
石
市
の
経
度
天
測
附
鉛
直
線
偏
差
に
就
き
て

野

浦

隆

治

は

し

が

巻

昭
空

車

今
上
陛
下
御
即
位
の
御
大
典
を
翠
げ
孟

給
-

ビ
ど
な
る
や
､
金
閣
民
は
奉
硯
の
璽

息
を
致
し
.

挙

っ
て
瓜
ひ
-
1
の
記
念
非
業
を
計
測
し
た
の
で
あ
る
が
'
明
石
市
の
教
育
骨
は
'
我
が
中
央
標
準
時
を
代
表
す
る

東
経
宵
三
十
五
度
の
子
午
線
を
且
豪

す
る
機
械
の
建
設
を
企
て
た
の
で
あ
っ
た
.
明
石
iE
ビ
し
て
賂
た
又
其
の
地
の

明
石
霊

総
皮
天
測
附
翰
紅
組
偏
差
に
就
き
て

こ
ハ
九

九


