
地

球

歳
旦

二
番
第
五
親
昭
和
霊

苦

言

職

軍

の

地

理

学

的

考

察

(
九
)

小

ノ

琢

治

二
大

第
二
廉
に
述
べ
た
信
玄
の
上
毛
両
部
の
賊
軍
は
光
信
佐
久
郡
は
於
け
る
活
動
の
硯
縛
と
見
る
べ
き
も
の
で
､
天
文

十
四
年
五
月
二
十
三
日
の
木
曾
小
笠
原
聯
合
軍
を
魔
尻
峠
に
破
つ
JtJ
何
州
西
郷
と
威
鷹
す
る
乙
と
は
成
功
し
た
翌
十

五
年
に
村
上
氏
の
領
分
は
侵
入
し
た
月
石
城
攻
め
も
亦
た
こ
の
万
両
の
第

一
薯
で
あ
っ
た
｡

此
の
年
三
月
十
五
日
信
玄
は
上
田
の
北
方
の
山
麓
に
在
る
14
石
塊
を
攻
め
た
戦
闘
の
経
過
は
略
群
小
僻
に
よ
れ
ば

僅
か
に
四
千
飴
人
の
小
勢
を
以

て村
上
氏
の
根
櫨
に
近
い
蕗
に
在
る
敵
城
を
攻
め
た
79
の
で
p
此
の
時
に
は
信
玄
は

郡
内
を
始
め
と
し
諏
訪
飽
尻
伊
那
碓
氷
(笛
吹
)峠
に
押

へ
の
矯
め
に
兵
を
分
つ
必
要
が
あ
っ
た
0

此
の
月
石
塊
の
位
置
は
上
田
か
ら
地
減
俸
を
越
え

て海
津
(
総
代
)城
は
通
ず
る
捷
路
の
入
口
に
潜
る
か
ら
､
村
上

氏
も
亦
穴
底
ち
ほ
援
兵
を
Ⅲ
し
て
之
は
後
詰
し
､
之
に
備

へ
た
甘
利
横
田
商
略
は
散
表
し
､
山
本
勘
助
が
後
備
の
諸

角
塩
後
の

一
隊
を
以
っ
て
村
上
勢
の
背
面
を
衝

い
た
の
で
倭
に
全
軍
の
敗
北
と
な
ら
ず
ほ
哉
精
の
罫
を
撃
破
し
た
O

但
し
独
力
首
級
甘
九
十
三
は
勤
し
LtJ.職
死
者
七
重

1寸

l
人
を
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
'
近
頃
耽
戯
ほ
所
謂
辛
勝
は

磯

節

の
地

刑
蝉

的
考
恭

空

加

イ
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過ぎ伯.足れは信玄連勝は気隣って村上氏の奮闘を像期せ茂人だ油断でみる.

同年十月六日笛吠(碓氷)峠<=敬は上毛上杉方の攻勢に出た作戦に封する守勢の戦軍であった｡信玄の兼侶南部を北進する運動は上宅両部の⊥杉氏属城を脅威する7gのであるからp甲州の勢力の荷は佐久郡地方は固定せぬ問にその凝展を阻止せんとする行動を起したのは皆然の紹常である｡此の脅威は小笠原村上両氏と共通である朋から察すれば或は東面に三者の窮脈聯碑を憩はせるが.月石城攻めの時は第腰の形跡がをいから､軍鋸にいふ如-月石城攻めの失敗を好機として箪猫の攻勢MTLj

執ったと考へでもよい.

みた

此の職軍は蓉加した上杉勢は忽操谷上田箕田新田舘林膳山上白井厩橋沼附安中五甘長根白倉都田小幡舷井田の諾城賂ほしで.倉賀野六郎を大勝分とし武威上野の兵二常飲人から成った｡箕輪城主はして上杉毅の宿賂たる長野信濃守業正のみは此の行動む結局甲州勢の上州侵入に口賓を典へる愚

7

策であると考へて参加せをんだので､名望力量の足らぬ倉賀野六郎が釆配を執つねといふo此の統帥其人を御衣5,多勢を悼む烏合の衆であったrJとが作我の計豊宜しきを敏-ことと改む.叉允我場

の駈け引けも昭響する所少小でなかったらし5,0

畢鋸著者(苗阪狸正と栴す)の許した如-此の大軍を事に分けて.1手は余路峠から信州に侵入するのは確かは一環でp叩州方は防無に閏つねであらうLt又た碓氷峠一方から働-怒らば極井韓

を焼き刷って迅速に碓井峠に退き.甲州勢の坂を下る所を撃つべきであった｡

此の陣信玄は摘果であったから､板垣信形む大路として十月四日甲府を敬せしめ､六日軽非樺に



到
着
し
上
州
勢
五
千
許
の
峠
を
下
る
魔
を
迎
へ
撃
つ
LJ
之
を
破
っ
た
｡
信
玄
も
亦
ね
病
を
押
し

て結
い
て
出
陣
L
i

午
後
的
千
五
百
を
率
以
ヱ
雌
罪
障
は
着

き
'
村
上
神

へ
の
珊
指
も
衆
-
脅
し
.
上
州
勢
の
荊
び
峠
を
越
え
て
押
し
寄

せ
た
る
に
勤
し
'
新
手
で
之
と
哉
ひ
､
前
後
骨
組
五
千
五
回
蝕
む
准
允
と

い
ふ
｡

.
天
文
十
六
年
二
月
秋
山
馬
場
両
部
個
を
伊
奈
に
用
し
三
向
遠
方
面
の
三
柴
を
取
-
､
四
月
信
玄
自
ら
諏
訪
に
出
て

伊
奈
木
骨
口
に
働

FuP
六
月
ま
で
滞
陣
し
て
西
方
の
敵
軍
を
威
嚇
し
に
壊
ー
八
月
二
日
甲
府
を
敬
L
p
佐
久
郡
志
磐

城
か･)攻
め
落
し
て
内
山
に
引
き
上
げ
､
村
上
氏
と
の
間
の
最
後
の
激
職
が
頂
い
て
上
田
原
で
行
は
れ
た
｡

上
田
原
合
戦
は
八
月
二
十
四
日
で
.
そ
の
位
置
は
軍
艦
に
ょ
れ
ば
今
の
上
田
町
の
対
岸
上
EE
原
の
平
地
で
あ
る
と

5'
ふ
O
が
､
地
名
鮮
番
の
説
の
如
-
､
上
田
附
近
の
平
地
で
あ
ら
う
｡
此
の
時
村
上
義
情
は
七
千
人
の
寡
兵
在
れ
ど

も
信
玄
と
決
戦
せ
ん
と
考

へ
､
甲
州
の
先
発
板
垣
信
形
は
節

一
合
は
勝
ち
た
る
も
返
す
敵
軍
は
討
た
れ
､
飯
宵
等
奮

闘
し
て
之
を
撃
退
し
た
が
､
義
捕
塵
下
の
兵
を
以
っ

て信
玄
の
本
隊
と
撃
ち
p
馬
場
内
藤
等
の
構
壁
は
よ
･｡
終
に
撃

退
さ
れ
た
.
魂
消
は
此
の

.I
戦
後
越
後
に
行
き
長
尾
景
虎
(上
杉
謙
信
)
の
許
に
身
と
寄
せ
る
乙
と
ゝ
な
っ
た
｡

長
尾
柴
虎
(上
杉
謙
信
)
は
村
上
氏
の
蘭
碩
快
復
の
綻
響
戦
を
試
み
ん
と
し
て
F
十
月
九
日
八
千
の
兵
を
率

い
て
越

後
春
日
城
を
験
し
p
地
裁
峠
か
ら
上
田
附
近
即
ち
海
野
平
に
出
で
､
信
玄
も
亦
ね
十
月
十
二
日
甲
府
を
磯
L

l
寓
五

千
を
以
っ
て
之
に
射
し
p
決
戦
に
煎
ら
ず
し

て交
按
し
た
｡

此
の
後
河
中
島
の
家
族
信
玄
は
蹄
服
し
､

光
信
地
方

(
千
曲
川
流
域
)
は
金
-
信
玄
の
手
に
蹄
L

p埴
科
郡
善
光
寺
卒
に
進
出
し
た
｡

信
玄
の
天
文
七
年
韮
崎
各
版
か
ら
十
六
年
上
田
原
各
版
に
至
る
十
年
間
の
戦
時
は
以
上
述
べ
た
如
く
､
諏
訪
民
社

滅
し
村
上
氏
を
逐

以諏
訪
佐
久
小
腸
三
郡
を
占
惰
し
.
信
濃
の
中
の
某
に
突
出
L
lだ
部
分
が
其
の
手
に
蹄
し
た
｡
此

枇
解
り
鵬
秋
蝉
的
考
･1'is

芸二

三
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凶

の
経
過
を
我
略
地
相
上
か
ら
追
跡
す
れ
ば
､
釜
飯
川
筋
を
作
戦
視
と
し
て
先
づ
諏
訪
湖
盆
を
占
領
し
て
.
此
の
親
を

根
接
地
膳
と
し
て
､
若
御
子
か
ら
北
に
向
以
千
的
川
上
流
に
出
で
ゝ
小
話
は
達
し
､
諏
訪
か
ら
大
門
利
閏
両
峠
を
越

え
て
梅
野
中
(上
田
附
近
)
に
進
出
し
.
小
諸
を
支
持
鮎
と
し
て
碓
氷
(笛
吹
)峠
を
越
え
.⊂
上
野
四
部
細
水
郡
は
､
そ

の
南
の
内
山
(野
浬
附
近
)か
ら
内
川
余
地
両
峠
を
越
え
て
同
じ
-
甘
架
郡
に
侵
入
し
得
る
乙
と
･J
な
っ
た
｡
又
た
海

野
平
の
占
債
に
よ
-
聾
光
寺
平
に
進
出
す
る
前
進
根
接
地
が
出
家
た
評
で
､
信
州

7
囲
む
手
中
に
牧
め
ん
と

す
る
行

動
の
序
幕
は
此
ほ
至
っ
て
引
か
れ
カ
｡

二
七

信
濃
の
西
部
は
犀
川
天
龍
川
木
曾
川
の
三
渓
谷
よ
み
成
･e/

前
両
者
に
は
絵
本
伊
那
の
狭
長
覆
る
耐
平
地
が
登
汚

･い.(,.

J

し
､
松
本
平
に
は
守
護
職
小
笠
原
氏
の
居
城
松
本
(
深

志

)
が
あ
ゎ
､
伊
湘
軍
ほ
は
保
科
氏
の
高
遠
城
が
あ
っ
て
'

狭
除
夜
る
木
曾
演
谷
に
接
つ
ね
木
骨
氏
と
常
に
末
脈
を
通
じ
て
甲
州
の
勢
力
に
封
抗
し
っ
j
あ
っ
た
｡
而
し
て
之
を

撃
取
す
る
枢
要
の
地
鮎
も
亦
た
諏
訪
に
し
て
.
信
玄
は
此
慶
か
ら
此
の
方
面
の
攻
略
を
試

ひ
る
乙
と
･J
を
つ
ね
｡

天
文
十
七
年
7r714
月
七
日
信
玄
は
甲
府
を
聴
し
､
諏
訪
か
ら
伊
那
方
面
に
向
以
三
柴
を
惰
れ
て
高
遠
城
に
逼
っ
た
の

は
そ
の
節
二
期
作
版
の
着
手
で
あ
っ
た
｡
然
る
に
謙
信
が
小
堀
郡
は
出
兵
し
た
の
で
､
直
ち
に
兵
を
収
め
て
和
田
峠

を
越
え
て
内
山
に
陣
し
て
月
石
の
越
後
罫
に
向
ひ
､
封
障
十
二
日
に
し
て
交
接
し
た
｡
信
玄
は
rJ
の
小
腺
郡
出
兵
の

据
捻
七
月
朔
日
に
笛
吹
峠
k
.t越
え
て
於
井
E田
城
に
大
物
兄
を
懸
け
城
下
は
火
を
縦
ち
､
上
州
勢
を
威
嚇
し
て
三
日
引

返
し

甲
府
に
蹄
つ
ね
.

天
文
十
八
年
四
月
十
二
日
堀
玄
は
覇
が
甲
府
を
磯
心
で
翌
日
諏
訪
に
着

き
ー
伊
部
木
曾
赦
本
の
三
方
に
兵
を
出
し



y
H
十
五
日
に
小
笠
原
長
時
と
決
戦
せ
ん
と
す
る
時
ー
謙
信
小
鞘
郡
に
出
ね
と
の
報
を
聞

き
ー
二
十
四
日
撒
本
筋
の

兵
を
収
め
三

1十
五
日
小
腺
に
向
払
､
五
月
十
日
謙
信
兵
を
収
め
て
去
-
､
信
玄
は
八
月
朔
日
甲
府
は
鋸
つ
莞

謙

信
の
牽
制
は
よ
わ
松
本
む
攻
め
る
rJ
と
は
出
水
を
ん
だ
が
､
此
の
間
に
保
科
氏
降
っ
て
伊
那
卒
は
終
に
信
玄
の
手
に

鋸
し
わ
｡

八
月
十
八
日
信
玄
は
甲
府
を
磯
し
て
笛
吹
峠
を
越
え
て
上
州
に
入
･a
P
三
寺
尾
で
内
藤
原
馬
場
浅
利
小
宮
山
の
五

都
路
は
上
州
安
中
越
前
等
と
敬
以
勝
ち
,
安
中
叉
は
枚
非
仕1
を
攻
め
ん
と
す
る
虞

へ
､
小
笠
原
長
時
諏
訪
に
攻
め
で

家
光
報
を
得

て､
九
月
七
日
安
中
か
ら
引
き
取
旦
淋
訪
ほ
向
以
'
小
笠
原
氏
は
兵
を
収
め
た
｡

十
九
空

言

十

盲

信
玄
甲
府
を
敬
し
て
帯
び
於
井
田
h
t攻
め
ん
と
し
､
木
骨
小
笠
原
の
牽
制
に
遇
以
引
き
返
し

y
諏
訪
か
ら
於
本
に
向
は
ん
と
L
p
更
に
謙
信
の
仙
北
峠
を
越
え
て
小
隊
に
侵
入
し
た
薦
め
に
'
五
月
朔
口
碑
じ

て

之
に
向
つ
た
○
然
れ
ど
も
此
の
時
も
亦
ね
封
陣
十
°
に
し

て謙
信
は
兵
を
収
め
て
越
後
に
掘
っ
た
｡
此
の
時
も
亦
謙

信
の
社
接
し
カ
路
は
地
減
峠
を
経
た
も
の
で
'
を
の
封
陣
し
た
場
虞
は
上
田
附
近
で
あ
つ
ね
と
想
は
れ
る
｡

信
玄
は
同
年
九
月
十
五
日
甲
府
姦

し
､
本
隊
は
小
順
郡
に
出
で
､
上
附
於
本
楯
道
の
保
両
等
峠
を
粒
で
松
本
に

向
以
,
小
山
旧
板
垣
の
支
隊
は
蝿
尻
峠
か
ら
桔
梗
原

へ
出
る
像
定
で
あ
っ
た
0
之
に
勤
し
で
小
笠
原
長
時
は
維
倉
峠

を
越
え
て
防
放
し
,
二
十
三
日
保
稲
守
で
甲
州
罫
は
之
～1J畢
過
し
･tJ
鑑
は
進
ん
で
松
本
城
を
攻
め
ん
と
し
た
｡
然
る

に
板
垣
の
算
臆
せ
伯
爵
め
に
計
豊
の
配
齢
を
隼
じ
､.
且
つ
謙
信
が
ま
ね
海
野
卒
に
出
ね
の
雪

引
き
返
し
V
r
九
月

二
十
八
日
よ
ら
･十
月
十
日
ま
で
封
降
し
,
十

五

謙
信
が
先
づ
兵
を
収
め
'
信
玄
も
亦
た
比
の
牽
制
liこ
よ
-
於
本
城

を
攻
め
入
と
し
た
目
的
を
果
さ
ず
し
三

手

口
に
叩
府
に
躍
っ
た
.

織
部

の
地
削
串
的
考
艇

三

三



地

域

汚
L
三
背

筋

九
兆

三
川

六

天
文
二
十
年
は
信
玄
の
魂
乾
し
た
年
で
.
馬
場
甘
利
等
燦
々
小
笠
原
木
骨
撃
の
庸
介
を
襲
っ
た
が
大

き
な
合
戦
に

至
ら
ず
､
二
十

山
車
三
月
謙
信
叉
火
地
減
峠
を
越
え
て
小
職
郡
に
入
っ
て
信
玄
と
封
陣
し
､
そ
の
兵
む
牧
む
る
時
に

I()き
Ll

謙
信
の
姉
婿
長
尾
政
泉

三
千
h
t率
い
て
殿
職
し
､
之
を
追
撃
し
た
甲
罫
と
の
間
に
常

田

で
激
戦
が
逓
-
甲
軍
の
先
鋒

小
山
田
備
中
は
戦
死
し
､
小
山
氾
左
兵
衛
栗
原
左
衛
門
は
鞍
手
む
負
以
後
は
死
ん
拷
.
甘
利
掲
揚
内
藤
の
三
人
が
之

を
撃
過
し
､
政
紫
は
纏
は
放
れ
て
遇
5,た
｡
甲
越
耐
軍
の
火
の
出
る
様
を
激
戦
の
節

1
回
は
乙
の
合
戦
で
､
を
の
戦

''.IdL,i1

場
は
上
田
小
諸
間
の
常

州

で
あ
っ
た
｡

是
は
よ
れ
ば
前
は
屡
々
封
陣
し
た
海
野
卒
は
機
間
山
の
酉
に
続

い
た
烏
帽
子
獄
の
酉
南
の
裾
野
が
千
曲
川
に
陵
奏

し
カ
波
状
の
平
野
NLj汎
桐
す
る
fJ
と
が
知
れ
る
｡

同
年
八
月

信
玄
新
び
保
偏
寺
峠
を
越
え
て
通
筑
座
郡
に
侵
入
し
､
奇
襲
に
よ
-
於
本
の
北
に
在
る
苅
谷
原
城
を
攻

め
辞
し
､
越
え
て
二
十
二
年
五
月
下
諏
訪
に
出
で
も
六
日
埋
尻
峠
を
越
え
て
於
本
は
向
以
p
小
笠
原
長
時
の
三
千
飴

と
桔
梗
城
に
戦
m
p
甘
利
等
五
勝
之
を
撃
破
L
Lp
聖
七
日
長
峰
城
を
峯
う
し
て
四
千
五
百
ほ
て
出
で
j
執
以
､
甘
利

左
衛
門
覇
び
突
出
し
て
大
捷
を
碇
'
十
日
洗
志

(
於
本
)
城
は
殺
到
L
t
長
時
は
終
に
城
む
明
け
渡
し
て
狼
人
と
な

-
､
信
州
西
北
部
79
亦
ね
信
玄
の
手
に
蹄
し
た
｡
蓋
し
此
の
時
は
誹
信
の
郵
接
が
な
か
っ
た
馬
め
に
各
-
滑
滅
し
た

の
で
あ
る
｡

松
本
城
の
階
渉
に
よ
-
甲
州
兵
の
北
進
に
皆
か
'
左
翼
の
脅
さ
れ
る
危
険
が
無
-
な
っ
た
の
で
､
此
年
八
月
河
中

かいづ

島
は
於
け
る
足

摺
むと
し

て海
津

(
総
代
)城
が
築
か
れ
て
､
小
山
m
備
中
等
が
此
の
前
線
の
警
備
に
昏
る
乙
と
J
な

っ
た
｡
松
代
は
地
減
峠
の
交
通
組
の
北
の
入
口
に
在
る
か
ら
､
此
の
築
城
後
節
信
は
千
曲
川
の
中
流
源
野
中
に
侵
入



す
る
rJ
と
が
相
楽
難
-
な
っ

て､
二
十
三
年
六
月
そ
の
国
英
は
河
中
島
で
ー
此
の
時
も
亦
夜
交
接
し
て
決
戦
を
見
,6.,

ん
だ
o

せ

位

や
7)

同
年
八
月
信
玄
は
木
骨
日
は
向
以
洗

馬

を
降
し
､
翌
弘
治
元
年
三
月
木
骨
に
侵
入
し
.
四
月
鳥
居
峠
を
越
え
て
薮

は

ら
原

に

伸
し
､
此
ほ
柴
を
設
け
て
栗
原
多
田
両
胸
を
残
し
て
据
わ
P
四
月
六
円
河
中
島
に
用
ね
謙
信
と
封
陣
し
.
復
乃

交
絡
し
た
｡
此
年
謙
信
は
陶
東
及
び
越
中
は
出
陣
し
っ
ゝ
あ
っ
た
の
で
.
八
月
二
十

二
2
信
玄
は
帯
び
鳥
居
峠
を
越

おん七
け

え
て
薮
原
に
陣
L
p
木
曾
氏
の
御

縁

の

田
城
及
び
両
島
の
本
城
(今
大
通
寺
の
あ
る
高
地
)
を
攻
め
y
終
に
木
骨
氏
を

降
し
カ
｡

是
は
於

い
て
信
州
は
放
け
る
信
玄
の
四
散
骨
を
亡
び
た
静
で
0
年
や
信
玄
は
殆
ん
ど
信
州
各
部
を
占
領
す
る
rJ
と

ゝ
在
っ
て
p
そ
の
北
境
は
上
杉
謙
信
の
虎
据
す
る
馬
め
.
兎
に
進
出
し
能
は
ざ
る
79
､
他
の
三
両
に
向
つ
y
は
内
線

上
の
作
戦
を
自
由
は
試
み
程
る
地
歩
を
古
め
程
た
｡

弘
治
二
年
信
玄
は
麓
殺
し
た
領
分
の
盤
即
に
従
事
し
二

二
月
伊
那
郡
に
出
馬
し
て
金
-
之
を
卒
げ
p
秋
山
伯
膏
守

生
肉
遠
に
置

い

て支
配
せ
し
め
'
飯
富
三
郎
兵
衛
は
伊
那
衆
を
率

い
て
之
を
助
け
'
資
産
両
州
出
兵
の
光
輝
光
ら
し

め
た
｡

叉
溌
河
中
島
の
方
面
に
は
小
山
田
備
中
を
海
津
よ
-
両
飾
城
に
移
し
て
.
海
津

へ
は
春
日
(
改
め
高
坂
)
鐸
正
を
し

て
海
律
を
守
ら
せ
ね
｡
乙
の
両
輔
の
位
俊
は
明
か
在
ら
ぬ
が
.松
代
の
東
北
の
蔦
打
峠
の
脇
で
あ
る
と
の
龍
が
あ
る
｡

雨
域
椅
角
の
勢
を
成
し
て
河
中
島
に
凍
る
諏
信
に
督
ら
ん
と
し
た
も
の
と
す
れ
ば
'
鳥
打
峠
の
宙
に
今
の
地
間
に
再

臨
m
J
J
い
ふ
の
が
或
は
そ
れ
で
.
山
城
で
あ
っ
た
と
想
は
れ
る
O

城
野
の
地
組
串
的
考
擦

至
筑

七



地

政

第
十
三
令

姉

党
政

Itmi;

/し

二
八

信
玄
が
佐
久
郡
を
手
中
は
収
め
た
後
に
直
ち
に
上
州
方
面
再
攻
略
を
手
軽

へ
ね
甜
由
は
天
文
十
八
.
九
年
の
頃
ほ

は
未
だ
小
笠
原
氏
が
於
本
革
に
掘
っ

てゐ
て
､
そ
の
牽
制
を
受
け
た
rJ
と
ゝ
､
十
九
年
九
月
は
北
憶
家
か
ら
上
州

へ

の
活
動
の
停
止
を
申
込
ま
れ
た
の
は
在
っ
た
｡
然
る
は
弘
治
三
年
は
至
ら
北
憧
氏
鹿
は
上
杉
憲
政
の
越
後
に
落
ち
て

行
っ
て
誹
信
を
勅
み
､
闘
兼
諾
豪
族
も
亦
ね
そ
の
輩
按
を
悼
ん
で
北
棟
氏
は
反
抗
す
る
も
の
が
出
た
結
果
､
武
蔵
の

太
旧
三
柴
は
氏
康
之
を
攻
め
､
上
州
の
長
野
信
濃
は
信
玄
之
を
攻
め
る
rJ
と
ほ
し
た

い
と
の
希
望
を
甲
州
に
提
案
し

た
.
此
の
時
に
は
信
玄
は
既
に
殆
ル
ビ
信
濃
余
聞
を
占
有
し
た
か
ら
'
是
れ
賓
は
涯
-
ほ
敵
と

い
ふ
べ
き
で
､
信
玄

は
そ
の
協
同
作
我
の
希
望
は
腰
じ
て
上
州
出
兵
の
行
動
を
起
し
た
｡

即
ち
弘
治
三
年
三
月
中
旬
信
玄
は
余
地
峠
か
ら
上
州
は
進
出
L
t
箕
輪
の
城
主
長
野
侶
磯
を
大
勝
と
し
た
北
武
国

電
の
侍
大
賂
十
人
の
約
二
笛
の
兵
と
､
四
月
九
旦

二
日
(
ケ
)尻
原
上
で
骨
職
し
た
｡
之
に
替
っ
た
甲
軍
は
甘
利
飯
富

馬
場
内
藤
等
八
纏
で
.
信
玄
の
嗣
子
義
信
指
魔
の
下
に
攻
勢
を
取
っ
て
勝
利
を
獲
た
｡

三
ケ
尻
と

い
ふ
地
名
は
今
保
谷
町
の
南
は
皆
つ
ね
荒
川
の
北
岸
は
在
る
｡
そ
の
位
置
か
ら
推
せ
ば
信
玄
は
余
地
峠

か
ら
歌
父
を
過
ぎ
て
武
蔵
西
北
部
は
班
で
､
北
使
氏
の
兵
と
聯
路
を
取
る
積
で
あ
っ
た
ら
う
と
憩
は
れ
る
｡

信
玄
は
此
の
勝
勢
に
乗
じ
て
十
二
日
箕
輪
城

へ
押
し
寄
せ
ん
と
し
た
が
､
謙
信
が
河
中
島
に
出
ね
と
の
報
を
得
､

上
州
を
捨

て
J
河
中
島
は
向
以
.
五
月
末
ま
で
封
降
し
､
八
月
帯
び
箕
輪

へ
出
動
し
た
る
も
､
城
兵
出
て
之
に
臆
ぜ

ぬ
為
め
に
十
月
中
旬
甲
府
は
還
っ
た
｡

永
碓
元
年
二
月
誹
信
よ
-
和
議
の
提
案
が
あ
つ
た
が
ー
信
玄
は
之
を
斥
け
た
結
果
､
五
月
か
ら
関
六
月
ま
で
七
十



飴
日
の
河
中
島
の
封
陣
と
な
-
､
聖
二
年
二
月
ま
た
信
玄
は
河
中
島
は
出
馬
し
て
.
越
後
は
心
を
寄
す
る
諸
士
を
澗

悔
し
.
三
月

靴
信
も
亦
ね
河
中
島
に
水
-
､
十
五
日
の
封
陣
が
あ
っ
た
｡
謙
信
の
此
の
提
案
は
越
中
に
復
讐
戦
を
試

ひ
る
rJ
と
.J
P
L
杉
態
政
を
原
と
の
如
-
上
州
平
井
城
は
庚
さ
ん
と
す
る
希
望
は
田
た
も
の
で
あ
っ
た
が
､
信
玄
は

誹
信
の
計
憲
に
封
し

て.
そ
の
西
方
及
び
来
南
方

へ
の
勢
力
の
扶
植
第
を
他
-
ま
で
妨
審
せ
ん
と
し
た
｡

六
月
中
頃
信
玄
の
松
本
出
馬
は
同
じ
意
間
の

一
部
に
し
て
､
飯
宮
､
甘
利
､
馬
場
の
三
猶
と
し
て
'
飛
騨
侵
入
の

行
動
を
避
さ
し
め
p
鰻
崖
江
間
嫡
牌
と
戟
ひ
p
七
年
に
至
-
終
に
船
戸
城
主
江
間
常
陸
守
を
降
し

て､
飛
騨
中
岡
を

占
領
し
'
江
間
を
し
て
越
中
侵
入
の
光
輝
琴
b
し
め
た
｡
此
の
行
動
も
亦
た
謙
信
の
上
洛
の
道
筋
を
脅
威
妨
審
す
る

79
の
で
､
血
性
男
兄
不
織
庵
を
し
て

一
身
を
賭
し
て
信
玄
と
決
闘
せ
ん
と
せ
し
め
た

一
因
で
あ
っ
た
ら
う
と
想
は
れ

る
○永

墜

一年
九
月
信
玄
は
帯
び
箕
輪
城
を
攻
め
た
る
も
志
を
得
ず
､
三
年
二
月
信
玄
は
氏
庇
よ
り
謙
信
の
侵
入
に
封

す
る
後
援
の
要
望
に
腰
じ
て
笛
吹
峠
ま
で
出
馬
し
夜
｡
此
の
時
部
信
の
威
勢
旺
盛
ほ
し
で
殆
ん
ど
八
州
を
席
忠
せ
ん

と
L
p
甲
州
部
漕
飯
富
兵
部
の
如
き
は
北
修
氏
の
滅
亡
旗
を
-
.
そ
の
未
だ
滅
び
ざ
る
間
に
詐
信
の
背
面
を
衝
か
ぬ

ば
､
今
川
､
武
田
も
縛

い
て
滅
亡
す
る
と
考

へ
'
碓
氷
峠
か
ら

1
且
甲
州
に
退

き
.
三
均
峠
を
越
え

て釈
信
と
有
無

の

一
戦
あ
る
べ
L
と
湖
め
た
位
で
あ
っ
た
.
然
る
に
信
玄
は
凍
上
に
滞
陣
し
て

.
そ
の
間
に
箕
輪
安
中
於
井
田
の
三

城
を
除

い
た
西
宅
の
諸
家
を
服
し
た
の
み
で
､
謙
信
の
小
田
原
攻
め
の
失
敗
を
袖
手
L
tJ
傍
観
し
た
｡

永
稚
四
空

言

誹
信
の
上
洛
を
報
じ
た
る
に
殉
は
ら
ず
.
信
玄
は
河
中
島

に
出
馬
し
て
越
後
大
田
切
ま
で
侵
入
し

六
月
に
は
野
尻
附
虹
の
和
利
ケ
獄
城
を
惰
れ
､
終
に
九
月
十
日
の
河
中
島
の
決
戦
を
見
る
に
至
つ
ね
.
此
の
時
謙
信

城
軒

の
地
測1
軒
的
考
察

三

九



地

球

節
十

三
怨

第
五
班

至

八

T
O

が
八
月
中
旬
は
犀
川
千
曲
川
の
閑
河
を
渡
っ

て'
松
代
の
酉
に
督
-
犀
川
に
臨
ん
だ
妻
女
山
は
降
し
た
の
は
信
玄
と

の
決
戦
-LJ目
的
と
し
た
背
水
の
陣
を
布
い
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
信
玄
は
同
月
十
八
日
叩
府
を
散
し
､
二
十
田
口
河
坤

島
に
着

き
海
津
城
と
妻
女
山
と
の
中
間
は
在
る
両
の
宮
の
渡
船
場
を
取
-
切
っ
三

一十
九
円
梅
津
城
に
人
ら
､
謙
信

の
退
路
を
遮
断
し
っ
～
そ
の
行
動
を
光
っ
た
｡
然
る
に
訳
信
は
泰
然
と
し
て
動
か
ぬ
の
で
､
九
月
九
日
の
夜
は
至
-

叩
州
側
か
ら
明
早
攻
域
に
抽
入
と
決
し
､
高
坂
飯
高
小
川
用
具
凹
小
幡
等
の
十
隊
は
匿
ち
ほ
妻
女
川
に
向
以
'
信
玄

の
本
隊
は
河
を
渡
っ
て
河
中
島
は
出

て'
訳
信
の
勝
敗
に
拘
は
ら
ず
越
後
に
過
-
所
を
撃
た
ん
と
の
計
墓
で
あ
っ
た

戦
機
を
察
知
す
る
に
敏
活
ほ
し
で
果
敢
在
る
謙
信
は
此
の
目
的
を
看
破
し
て
そ
の
意
表
は
出

てp
朝
霧
を
利
用
し

て
同
じ
-
河
中
島
に
出
で
､
典
故
二
倍
の
敵
軍
の
河
の
両
岸
は
別
れ
た
る
に
乗
じ
て
､
直
ち
に
本
隊
は
突
進
L
p
魔

下
を
以
っ
て
侶
玄
の
本
陣
を
隔
れ
､
自
ら
刀
を
揮
ふ
て
信
玄
に

一
撃
を
加

へ
て
宿
怨
を
晴
ら
し
カ
｡
此
の
時
甲
軍
は

令
-
不
意
打
ち
に
狼
狽
し
た
に
拘
ら
ず
､
苦
闘
し
て
越
革
の
猿
裏
を
支
へ
た
の
で
p
高
坂
飯
富
等
の
挟
撃
を
程
で
頚

勢
.AJ挽
回
し
た
が
.
信
玄
父
子
共
に
負
傷
L
p
信
繁
勘
助
等
は
敬
我
L
p
信
玄

一
代
に
於
け
る
最
大
の
損
失
を
被
つ

ね
り
軍
艦
に
よ
れ
ば
甲
軍
は
骨
組
三
千
育
十
七
を
粟
た
と

い
以
'
自
軍
の
死
傷
数
を
畢
げ
ざ
る
も
.
骨
相
近
江
の
殿

軍
千
飴
の
犀
川
の
兼
に
留
っ

て散
卒
を
収
集
す
る
間
は
迫
撃
を
試
み
を
ん
だ
の
か
ら
.
甲
軍
の
粗
宴
の
多
大
は
し
て

兵
束
の
阻
喪
せ
る
状
態
を
推
知
す
る
に
足
る
の
で
あ
る
｡


