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序　

章

　

上う
え
す
ぎ杉
謙け
ん
し
ん信
は
野や
ぼ
う望
渦う
ず
ま巻
く
乱ら
ん
せ
い世
に
あ
り
な
が
ら
も
越え
ち
ご後
（
新
潟
県
）
人じ
ん

特と
く
ゆ
う有
の
頼た
の

ま
れ
れ
ば
助た
す

け
に
ゆ
き
、
裏う
ら
ぎ切
ら
れ
て
も
許ゆ
る

す
と
い
う
、
暖
あ
た
た
か
い
心
を
持
ち
、
し
か
も
清せ
い
れ
ん廉
潔け
っ
ぱ
く白
、「
義
」
に

生
き
た
戦せ
ん
ご
く国
最さ
い
き
ょ
う
強
の
武ぶ
し
ょ
う将
で
、
聖
せ
い
し
ょ
う将
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
乱
世
に
背せ

を
向む

け
、
人に
ん
げ
ん
せ
い

間
性
に
あ
ふ

れ
た
そ
の
生
し
ょ
う
が
い涯
は
戦せ
ん
ご
く国
武ぶ
し
ょ
う将
の
中
で
も
特と
く

に
異い
さ
い彩
を
放は
な

ち
、
時じ
だ
い代
を
超こ

え
て
人ひ
と
び
と々

に
愛あ
い

さ
れ
て
き

ま
し
た
。

○
栃と
ち
お尾
の
誇ほ
こ

り
「
上
杉
謙
信
公
旗は
た
あ揚
げ
の
地ち

・
栃
尾
」
に
想
う　
　

　
「
栃
尾
と
は
ど
う
い
う
所
？
」
と
聞
か
れ
れ
ば
、
即そ
く
ざ座
に
「
上
杉
謙
信
が
育
っ
た
と
こ
ろ
、

旗は
た
あ揚
げ
を
し
た
町
で
す
」
と
躊
ち
ゅ
う
ち
ょ躇
な
く
答
え
、
次
に
「
ジ
ャ
ン
ボ
油
あ
ぶ
ら
あ
げ揚
」
と
答
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
す
る
と
、
多
く
の
人
が
「
あ
あ
、
そ
う
」
と
誰
も
が
理
解
し
て
く
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
上
杉

謙
信
な
く
し
て
、
栃
尾
の
歴れ
き
し史
は
語か
た

れ
な
い
、
上
杉
謙
信
は
私
た
ち
栃
尾
人じ
ん

の
誇ほ
こ

り
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
上
杉
謙
信
が
栃
尾
に
お
い
て
活か
つ
や
く躍
し
た
こ
と
に
よ
り
、
謙
信
旗
揚
げ
の
城し
ろ

、
栃
尾

城
、「
義
」
の
精せ
い
し
ん神
を
大た
い
ご悟
し
た
瑞ず
い
り
ん麟
寺じ

、
謙
信
が
創そ
う
け
ん建
し
た
常じ
ょ
う
あ
ん
じ

安
寺
、
謙
信
が
常
安
寺
に
寄き
し
ん進
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し
た
秋あ
き
ば葉
神じ
ん
じ
ゃ社
（
秋あ
き
ば葉
三さ
ん
し
ゃ
く尺
坊ぼ
う

大だ
い
ご
ん
げ
ん

権
現
）
な
ど
、
謙
信
を
語か
た

る
重
じ
ゅ
う
よ
う要
な
建た
て
も
の物
や
遺い
せ
き蹟
が
遺の
こ

り
、

栃
尾
の
大
き
な
遺い
さ
ん産
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

と
く
に
秋
葉
神
社
は
上
杉
謙
信
が
常
安
寺
を
創
建
す
る
に
あ
た
り
、
秋
葉
三
尺
坊
を
祀ま
つ

っ
た

社し
ゃ
で
ん殿
を
常
安
寺
に
寄き
し
ん進
し
、
遷せ
ん
ぐ
う宮
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
秋
葉
神
社
は
、
江え
ど
じ
だ
い

戸
時
代
に
有ゆ
う
め
い名
な

遠え
ん
し
ゅ
う
州
（
静
岡
県
）
秋あ
き
は
さ
ん

葉
山
と
「
い
ず
れ
が
本ほ
ん
ざ
ん山
か
」
の
裁さ
い
ば
ん判
の
後あ
と

、「
二に
だ
い大
霊れ
い
ざ
ん山
の
ひ
と
つ
」
と

裁さ
い
て
い定
さ
れ
、
一い
ち
や
く躍
有ゆ
う
め
い名
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
秋
葉
神
社
は
「
火ひ
ぶ
せ防
の
守し
ゅ
ご
し
ん

護
神
」
と
し

て
県け
ん
な
い内
各か
く
ち地
か
ら
大お
お
ぜ
い勢
の
参さ
ん
け
い
し
ゃ

詣
者
が
お
と
ず
れ
、
栃
尾
の
繁は
ん
え
い栄
の
も
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

一い
っ
ぽ
う方
、
栃
尾
は
上
杉
謙
信
時
代
か
ら
軍ぐ
ん
ば馬
の
生せ
い
さ
ん
ち

産
地
で
し
た
。
長な
が
お
か岡
藩は
ん
し
ゅ主
牧ま
き
の野
家け

も
奨
し
ょ
う
れ
い励
し
、

や
が
て
越え
ち
ご後
の
「
三さ
ん
だ
い大
馬う
ま
い
ち市
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
大
き
な
賑に
ぎ

わ
い
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
栃
尾
の
「
馬
市
」
を
秋
葉
神
社
の
縁え
ん
に
ち日
と
一い
っ
し
ょ緒
に
開か
い
さ
い催
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
県
内
各
地

か
ら
馬
の
仲な
か
が買
い
人に
ん

や
秋
葉
神
社
の
参
詣
者
が
、
さ
ら
に
は
近き
ん
ご
う郷
近き
ん
ざ
い在
か
ら
の
買
い
物
客
が
集
り
、

栃
尾
の
町
は
人
、
人
で
ご
っ
た
返が
え

し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
「
馬
市
」
の
日
は
仕
事
も
休
み
、
街か
い
ど
う道

の
両
側
に
は
市
が
所
と
こ
ろ
せ
ま狭
し
と
立
ち
並
び
、
ま
た
秋あ
き
ば
さ
ん

葉
山
（
公こ
う
え
ん園
）
に
は
サ
ー
カ
ス
や
見
せ
物も
の
ご
や

小
屋

が
か
か
る
な
ど
、
栃
尾
町
は
大お
と
な人
か
ら
子こ
ど
も供
ま
で
「
お
祭ま
つ

り
」
一
い
っ
し
ょ
く色
の
一
日
と
な
り
ま
し
た
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
常
安
寺
の
門も
ん
ぜ
ん前
に
は
土み
や
げ
も
の
て
ん

産
物
店
な
ど
が
軒の
き

を
連つ
ら

ね
、
さ
ら
に
は
冬
で
も
行
き
来
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が
で
き
る
よ
う
に
と
雁が
ん
ぎ木
が
作
ら
れ
、
大
き
く
発は
っ
て
ん展
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
繁
栄
は
さ
ら
に
祭
り
を
生う

み
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
り
、
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
に
は

神み
こ
し輿
を
担か
つ

い
で
町
を
練ね

り
歩あ
る

く
「
秋あ
き
ば葉
大だ
い

権ご
ん
げ
ん現
祭さ
い

」
が
生
ま
れ
、「
馬
市
」
と
併あ
わ

せ
て
「
栃
尾
二

大
祭
り
」
が
定
て
い
ち
ゃ
く着
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
「
秋
葉
大
権
現
祭
」
は
明め
い
じ
い
し
ん

治
維
新
に
諏す

わ訪
神じ
ん
じ
ゃ社
に
移い
か
ん管
さ
れ
、
現
在
は
「
諏
訪
神
社
春し
ゅ
ん
き季
大た
い
さ
い祭
」

と
し
て
行お
こ

な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
祭
り
の
伝で
ん
と
う統
は
現
在
も
し
っ
か
り
と
受う

け
継つ

が
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
「
馬
市
」
も
す
で
に
馬
が
い
な
く
な
り
、「
馬
市
」
そ
の
も
の
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、「
馬

市
」
の
名
め
い
し
ょ
う称
は
残
り
、
当と
う
じ
つ日
は
さ
ま
ざ
ま
な
催
も
よ
お
し
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
秋
葉
公
園

で
の
「
秋
葉
の
火ひ
ま
つ祭
り
」
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
栃
尾
町
の
繁
栄
は
ま
さ
に
上
杉
謙
信
公
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
そ

の
恩お
ん
け
い恵
は
計は
か

り
知
れ
ま
せ
ん
。「
上
杉
謙
信
公
旗は
た
あ揚
げ
の
地ち

」
と
し
て
栃
尾
を
誇ほ
こ

り
に
思
う
と
と

も
に
、
心
か
ら
感
謝
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
は
上
杉
謙
信
、
そ
し
て
上
杉
謙
信
と
関
係
の
深ふ
か

い
「
栃と
ち
お尾
城じ
ょ
う」
や
「
義
」
の
精せ
い
し
ん神
を

培つ
ち
か

っ
た　
「
瑞ず
い
り
ん麟
寺じ

」、
上
杉
謙
信
が
創
建
し
た
「
常
安
寺
」、
そ
し
て
栃
尾
町
の
繁
栄
の
基
礎
と

な
っ
た
「
秋
葉
三
尺
坊
」
を
、
改
あ
ら
た
め
て
み
ん
な
で
学ま
な

ぶ
た
め
に
、
こ
の
冊さ
っ
し子
を
発は
っ
か
ん刊
し
ま
し
た
。
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上う
え　

杉す
ぎ　

謙け
ん　

信し
ん

第
１
章

　

上
杉
謙
信
（
長な
が

尾お

景か
げ
と
ら虎
）
が
栃
尾
に
つ
い
て
語
っ
た
貴き
ち
ょ
う重
な

手
紙
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
部
を
紹
し
ょ
う
か
い介
し
ま
す
。

《
上
杉
謙
信
の
手
紙
》

　
　
　

長な
が
お尾
家け

は
昔
か
ら
、守し
ゅ
ご護
の
上う
え
す
ぎ杉
家け

に
忠
ち
ゅ
う
せ
つ節
を
尽つ

く
し

て
き
ま
し
た
が
、当と
う
け家
を
滅ほ
ろ

ぼ
そ
う
と
さ
れ
た
事
は
幾い
く
ど度

も
あ
り
ま
し
た
。父
の
為た

め

景か
げ

は
百
回
も
の
戦
い
を
し
、軍ぐ
ん
こ
う功

も
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
し
た
。し
か
し
、亡な

く
な
っ
た
時

に
は
敵
が
足あ
し
も
と元
に
ま
で
迫せ
ま

り
、私
は
鎧
よ
ろ
い
を
着つ

け
て
葬そ
う
そ
う送
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
し
た
。そ
の
後
も
兄
の
晴は
る

景か
げ

が
病
び
ょ
う
し
ゃ者
の
せ
い
か
、下か
え
つ越
地ち
ほ
う方
の
者
が
参さ
ん
き
ん勤
し
な
く
、わ
が

ま
ま
の
振ふ
る
ま
い舞
に
際さ
い
げ
ん限
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
　

謙
信
は
幼
お
さ
な
い
と
き
に
父
を
失
う
し
な
い
、
程ほ
ど

な
く
古こ
し
ぐ
ん

志
郡
に
く

謙信公銅像（秋葉公園）
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上　杉　謙　信第１章

だ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
若
じ
ゃ
く
ね
ん年
と
侮
あ
な
ど
り
、
近き
ん

郡ぐ
ん

の
者
が
方ほ
う
ぼ
う々

か
ら
栃
尾
に
向む

か
い
、
攻せ

め
込こ

ん

で
き
ま
し
た
の
で
防ぼ
う
せ
ん戦
に
及お
よ

び
ま
し
た
。

　
　
　

謙
信
は
幼よ
う
じ時
か
ら
戦い
く

さ
の
心こ
こ
ろ
え得
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
懇こ
ん
せ
つ切
丁て
い
ね
い寧
に
戦
さ
の
技
術

を
学
び
、
皆
さ
ん
と
共と
も

に
戦
い
、
敵
を
討
つ
こ
と
、
そ
の
数
を
知
ら
な
い
ほ
ど
で
、
長な
が
お尾
の

家か
め
い名
を
上
げ
ま
し
た
。　

　
　
　
　
　
　
　

︱
謙
信
（
長
尾
景か
げ
と
ら虎
）
が
栃
尾
に
無
事
到
着
し
た
こ
と
を
栃
尾
城
主
、
本
ほ
ん
じ
ょ
う
さ
ね
よ
り

庄
実
乃
が
春か
す
が
や
ま
じ
ょ
う

日
山
城
の

　

守
護
代
、
国
主
の
長
尾
晴は
る
か
げ景
に
報
告
し
ま
し
た
︱

《
守し
ゅ
ご
だ
い

護
代
、
晴は
る

景か
げ

（
兄
）
か
ら
栃と
ち

尾お

城じ
ょ
う
し
ゅ
主
、
本
庄
実
乃
へ
の
手
紙
（
返へ
ん
じ事
）》

　

そ
こ
も
と
の
様よ
う
す子
を
こ
ま
ご
ま
と
知
ら
せ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。（
略
り
ゃ
く
）、
栃と
ち
お尾
城じ
ょ
うや
備そ
な

え
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
皆
と
も
相
談
し
て
堅け
ん
ご固
に
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
な
お
、
近ち
か
ぢ
か々

、
景か
げ
と
ら虎
が

出し
ゅ
つ
じ
ん
陣
す
る
と
の
こ
と
。
そ
う
な
れ
ば
勝
利
は
す
ぐ
目
の
前
で
し
ょ
う
。

【
１
】
上
杉
謙
信
（
長
尾
景
虎
）
壮そ
う
だ
い大
な
ド
ラ
マ
の
幕ま
く
あ開
け　
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上　杉　謙　信上　杉　謙　信 第１章
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上　杉　謙　信第１章

　

⑴　

上
杉
謙
信
、
堂ど
う
ど
う々

と
栃
尾
城
に
入
に
ゅ
う
じ
ょ
う城

　
　
　

天て
ん
ぶ
ん文
十
二
年
（
１
５
４
３
）、
栃
尾
城
は
若
き
盟め
い
し
ゅ主
（
プ
リ
ン
ス
）
を
迎
え
て
沸わ

き
返か
え

っ

て
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
国こ
く
し
ゅ主
（
長
尾
晴
景
）
の
弟
、
高こ
う
き貴
な
若わ
か
と
の殿
（
景
虎
）
様
が
、
遠

く
こ
の
山さ
ん
か
ん間
の
地
、
栃
尾
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
。

　
　
　

そ
の
高
貴
な
若
殿
、
長
尾
景
虎
（
後の
ち

の
上
杉
謙
信
）
は
春か
す
が
や
ま

日
山
城じ
ょ
うに
お
い
て
国こ
く
し
ゅ主
の
晴は
る
か
げ景

か
ら
中
な
か
ご
お
り郡
の
郡ぐ
ん
じ司
を
任に
ん
め
い命
さ
れ
、
は
る
ば
る
高た
か
だ田
か
ら
三
さ
ん
じ
ょ
う条
城じ
ょ
うを
経へ

て
栃
尾
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
し
ま
し

た
。
ま
ず
は
、
城じ
ょ
う
か下
の
休
き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

憩
所
に
お
い
て
軍ぐ
ん
そ
う装
を
麗れ
い
れ
い々

し
く
整
と
と
の
え
、
大お
お
ぜ
い勢
の
武ぶ
し
ょ
う将
を
従
し
た
が
え
て

　
「
武む
し
ゃ者
は
じ
め
（
初う
い
じ
ん陣
）」
の
儀ぎ
し
き式
を
行
い
ま
し
た
。
統
と
う
り
ょ
う領
の
景
虎
は
頭ず
じ
ょ
う上
に
白
い
頭ず
き
ん巾
を

か
ぶ
り
、
右
手
に
軍ぐ
ん
ば
い配
、
左
手
に
数じ
ゅ
ず珠
を
持
ち
、
馬
に
跨
ま
た
が
る
。
そ
の
凛り

り々

し
い
出い

で
立た

ち
は

息
を
飲
む
ほ
ど
で
し
た
。
そ
し
て
栃
尾
城
の
兵
士
や
近き
ん
り
ん隣
の
人
々
が
出
迎
え
る
中
を
堂ど
う
ど
う々

と

栃
尾
城
に
入
に
ゅ
う
じ
ょ
う
城
し
た
の
で
し
た
。
新
し
い
栃
尾
の
運う
ん
め
い命
の
幕ま
く
あ開
け
で
し
た
。　

　

⑵　

中
郡
の
郡
司
、
国
主
の
名
み
ょ
う
だ
い代
の
上
杉
謙
信

　
　
　

上
杉
謙
信
は
享
き
ょ
う
ろ
く禄
三
年
（
１
５
３
０
）、
直な
お
え
つ

江
津
（
府ふ
ち
ゅ
う中
）
の
長な
が
お尾
居き
ょ
か
ん館
（
荒あ
ら
か
わ
だ
て

川
館
）
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
子
供
の
頃
は
虎と
ら

千ち

よ代
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。　
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お
父
さ
ん
の
守
護
代
、
長な
が
お尾
為た
め

景か
げ

は
守し
ゅ
ご護
の
上う
え
す
ぎ杉
房ふ
さ

能よ
し

、
関か
ん
と
う東
管か
ん
れ
い領
の
上う
え
す
ぎ杉
顕あ
き
さ
だ定
を
打う

ち

破や
ぶ

り
、
国
主
の
座ざ

に
つ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
戦
さ
は
収お
さ

ま
ら
ず
、
越
後
の
国
内

は
騒そ
う
ぜ
ん然
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
　
　

天て
ん
ぶ
ん文
五
年
（
１
５
３
６
）、
父ち
ち

の
為
景
は
病
び
ょ
う
し
ょ
う
床
に
伏ふ

し
た
こ
と
か
ら
家か
と
く督
を
息
子
の
晴
景

に
譲ゆ
ず

り
、
六
歳
の
弟
、
虎と
ら

千ち

よ代
（
謙
信
）
を
高た
か
だ田
の
林り
ん
せ
ん
じ

泉
寺
に
預あ
ず

け
ま
し
た
。

　
　
　

天て
ん
ぶ
ん文
十
年
（
１
５
４
１
）
十
二
月
二
十
四
日
、
謙
信
が
十
一
歳
の
時
、
生
し
ょ
う
が
い涯
、
百ひ
ゃ
く
ど度
も
の

戦
争
を
経
験
し
、
戦せ
ん
き鬼
と
呼
ば
れ
た
父
の
為
景
が
亡な

く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
葬そ
う
ぎ儀
に
は
危
険

が
足あ

し
も
と元
に
ま
で
迫せ
ま

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鎧
よ
ろ
い
を
着
け
て
見み
お
く送
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
、
先
の

手
紙
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

二
年
後
の
天て
ん
ぶ
ん文
十
二
年
（
１
５
４
３
）、
十
三
歳
と
な
っ
た
虎
千
代
は
元げ
ん
ぷ
く服
し
、
名
前
を

景か
げ
と
ら虎
（
謙
信
）
と
改
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
雪
解ど

け
を
待
っ
て
、
栃
尾
に
派は
け
ん遣
さ
れ
た
の
で

し
た
。
国
主
の
兄
、
晴
景
は
弟
の
謙
信
と
兄
弟
が
協
力
し
あ
っ
て
越
後
を
平
和
に
し
よ
う
と

思
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
謙
信
を
同ど
う
め
い盟
関か
ん
け
い係
を
結
ん
で
い
た
栖す
よ
し吉
城じ
ょ
う
し
ゅ
主
の
栖

吉
長な
が
お尾
氏し

の
養よ
う
し子
と
し
て
親し
ん

戚せ
き

関か
ん
け
い係
の
絆
き
ず
な
を
強
め
、
さ
ら
に
蒲か
ん
ば
ら原
郡ぐ
ん

、
刈か
り
わ
ぐ
ん

羽
郡
、
三さ
ん
と
う
ぐ
ん

島
郡
、
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そ
し
て
古こ
し
ぐ
ん

志
郡
の
４
郡ぐ
ん

と
い
う
、
広
い
地ち
い
き域
（
中
な
か
ご
お
り郡
）
の
郡ぐ
ん
じ司
（
司し
れ
い令
長ち
ょ
う
か
ん
官
）
に
任に
ん
め
い命
、
そ

の
上
、国
主
の
名
み
ょ
う
だ
い代
（
代だ
い
り理
）
と
い
う
国
主
に
次
ぐ
高
い
地
位
と
権
力
を
与
え
た
の
で
し
た
。

　
　
　

そ
の
到
着
の
様よ
う
す子
を
栃
尾
城
主
の
本
ほ
ん
じ
ょ
う
さ
ね
よ
り

庄
実
乃
が
春
日
山
城
の
国
主
、
晴
景
に
知
ら
せ
た
と

こ
ろ
、
早
速
晴
景
か
ら
返
事
が
来
ま
し
た
。
そ
れ
が
先
の
晴
景
の
手
紙
で
す
。
八
月
頃
の
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

　

⑶　

戦
せ
ん
じ
ょ
う場
の
悲ひ
さ
ん惨
さ
と
景か
げ
と
ら虎
の
葛か
っ
と
う藤
。「
義ぎ

」
の
精せ
い
し
ん神
を
見み

い
出
す

　
　
　

思
い
が
け
な
い
君
主
（
プ
リ
ン
ス
）
景
虎
の
派
遣
に
近
隣
で
敵
対
し
て
い
た
豪ご
う
ぞ
く族
は
驚
き
ょ
う
が
く愕

（
お
ど
ろ
き
）
し
、
方ほ
う
ぼ
う々

か
ら
戦
さ
を
仕
掛
け
て
き
ま
し
た
。
景
虎
は
そ
う
し
た
戦
場
を
み

て
ま
わ
り
ま
し
た
。
戦
場
は
あ
ま
り
に
も
む
ご
く
、
目
を
そ
む
け
た
く
な
る
よ
う
な
痛い
た

ま
し

い
あ
り
さ
ま
で
し
た
。
林
泉
寺
で
の
修
し
ゅ
ぎ
ょ
う行
に
お
い
て
殺
せ
っ
し
ょ
う生
を
禁
じ
ら
れ
、
慈じ

ひ悲
を
学
ん
で
き

た
謙
信
に
と
っ
て
は
全
ま
っ
た
く
正
反
対
の
矛む
じ
ゅ
ん盾
に
み
ち
た
、
悲
し
い
世
界
で
し
た
。

　
　
　

し
か
し
、
一い
っ
た
ん端
、
戦
場
に
出
れ
ば
い
か
に
酷む
ご

い
世
界
で
あ
ろ
う
と
、
突つ

き
進
ま
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
葛か
っ
と
う藤
を
い
か
に
克こ
く
ふ
く服
す
る
か
、
そ
れ
が
上
杉
謙
信
の
超
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
厳き
び

し
い
課か
だ
い題
で
し
た
。
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幸
さ
い
わ
い
に
し
て
、
栃
尾
城
の
川か
わ
む向
こ
う
に
、
父
、
為た
め

景か
げ

が
創そ
う
け
ん建
し
た
禅ぜ
ん
で
ら寺
、
瑞ず
い

麟り
ん

寺じ

が
あ
り

ま
し
た
。
謙
信
は
さ
っ
そ
く
、
瑞
麟
寺
の
門
を
た
た
き
、
樵し
ょ
う
が
ん
に
ょ
こ
う
ぜ
ん
じ

岩
恕
昂
禅
師
の
も
と
で
参さ
ん
ぜ
ん禅
し
、

葛
藤
の
克
服
に
邁ま
い
し
ん進
し
た
の
で
し
た
。
そ
の
結
果
、「
非ひ
ど
う道
や
謀
ぼ
う
り
ゃ
く略
は
し
な
い
」
と
い
う
、「
神

仏
に
恥
じ
な
い
」
生
き
方
を
し
、「
越
後
を
平
和
に
導
く
」
こ
と
を
決
心
し
た
の
で
し
た
。「
義

の
精
神
」
と
今こ
ん
に
ち日
で
は
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

⑷　

景
虎
、
本
ほ
ん
じ
ょ
う
さ
ね
よ
り

庄
実
乃
よ
り
手
ほ
ど
き
を
う
け
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
越
後
を
制せ
い
は覇

　
　
　
「
謙
信
は
幼よ
う
じ時
の
時
代
か
ら
戦
さ
の
知
識
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
懇
切
丁
寧
に
戦

さ
の
技
術
を
学
び
、
皆み

な

さ
ん
と
共
に
戦
い
、
敵
を
討
つ
こ
と
、
そ
の
数
を
知
ら
な
い
ほ
ど
で
、

長
尾
の
家か

名め
い

を
上あ

げ
ま
し
た
」

　
　
　

こ
れ
ま
で
は
林
泉
寺
で
の
修
し
ゅ
ぎ
ょ
う行
生せ
い
か
つ活
で
し
た
か
ら
当と
う
ぜ
ん然
、
戦
さ
の
知
識
な
ど
あ
る
は
ず
も

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
武ぶ
ゆ
う勇
や
、
知ち
り
ゃ
く略
に
す
ぐ
れ
た
栃
尾
城
主
の
本
庄
実
乃
か
ら
、
み
っ

ち
り
と
兵へ
い
ほ
う法
や
武ぶ
じ
ゅ
つ術
を
学
ん
だ
の
で
し
た
。
そ
し
て
翌よ
く
ね
ん年
の
十
四
歳
の
春
に
初う
い
じ
ん陣
を
果は

た
し

た
の
で
し
た
。
兄
、
晴
景
の
手
紙
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
謙
信
は
出
し
ゅ
つ
じ
ん陣
す
る
や
、
た
ち

ま
ち
に
し
て
、
周し
ゅ
う
い囲
の
敵て
き

を
倒た
お

し
、
そ
の
名
を
四し

方ほ
う

に
と
ど
ろ
か
し
た
の
で
し
た
。
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と
こ
ろ
が
、
天て
ん
ぶ
ん文
十
五
年
（
１
５
４
６
）、
剛ご
う
ゆ
う勇
を
も
っ
て
聞
こ
え
た
黒く
ろ
だ田
秀ひ
で
た
だ忠
が
謀む
ほ
ん反

を
起お

こ
し
弥や
ひ
こ
む
ら

彦
村
の
黒
く
ろ
た
き
じ
ょ
う

瀧
城
に
こ
も
り
ま
し
た
。
謙
信
は
さ
っ
そ
く
出
陣
を
し
た
と
こ
ろ
、

「
謙
信
の
出
陣
」
を
聞
い
た
黒
田
は
驚
き
、
頭
を
剃そ

っ
て
他た
こ
く国
に
逃
げ
ま
し
た
。
し
か
し
、

一
年
後
、
ま
た
も
や
黒
田
は
黒
瀧
城
に
こ
も
っ
て
抵て
い
こ
う抗
を
し
ま
し
た
。
景
虎
は
ま
た
も
や
出

陣
し
、
黒
瀧
城
を
徹て
っ
て
い
て
き

底
的
に
攻せ

め
、
黒
田
家
一い
ち
ぞ
く族
を
滅ほ
ろ

ぼ
し
ま
し
た
。

　
　
　

あ
の
剛
勇
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
黒く
ろ
だ田
秀ひ
で
た
だ忠
が
、
景
虎
が
出
陣
し
た
と
聞
い
た
だ
け
で
頭
を

剃
っ
て
逃
げ
、
ま
た
反
乱
を
起
こ
す
や
徹
底
的
に
攻
め
ら
れ
、
一
族
が
滅
び
た
話
は
越
後

全ぜ
ん
ど土
に
広
ま
り
、上
杉
謙
信
は
戦
争
の
「
天て
ん
さ
い
じ

才
児
」、「
越
後
の
麒き
り
ん
じ

麟
児
」
と
恐お
そ

れ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
以い
こ
う降
、
越
後
（
新
潟
県
）
に
お
い
て
は
謙
信
に
抵
抗
す
る
武
将
は
い
な
く
な

り
、
よ
う
や
く
平
和
が
訪
れ
た
の
で
し
た
。
謙
信
は
ま
だ
十
八
歳
。
今
日
で
い
え
ば
ま
だ
高

校
三
年
生
と
い
う
若
さ
で
し
た
。
父
の
為た
め

景か
げ

が
四
十
年
の
歳さ
い
げ
つ月
を
か
け
、
百
回
も
の
戦
さ
を

し
て
も
平へ
い
て
い定
で
き
な
か
っ
た
、
こ
の
広
い
越
後
を
わ
ず
か
五
年
で
静せ
い
ひ
つ謐
（
お
だ
や
か
）
に
し

た
の
で
し
た
。

　
　
　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
謙
信
（
景
虎
）
の
名
前
は
越
後
全ぜ
ん
ど土
に
響ひ
び

き
わ
た
り
、
謙
信
を
国
主
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に
と
い
う
声
が
各
地
に
挙あ

が
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
話
し
合
い
の
末す
え

、
病
び
ょ
う
じ
ゃ
く
弱
な
兄
、
晴
景
に

替か

わ
っ
て
国
主
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
栃
尾
・
長
岡
か
ら
多
く
の
家
臣
を

引
き
連
れ
、
住
み
慣
れ
た
栃
尾
か
ら
春
日
山
城
に
登
っ
た
の
で
す
。

【
２
】
そ
の
後
の
謙
信
と
栃と
ち
お
し
ゅ
う

尾
衆

　

⑴　

栃
尾
の
政せ
い
ふ府
、
越
後
（
新
潟
県
）
の
政せ
い
じ治
を
つ
か
さ
ど
る

　
　
　

国
主
と
な
っ
た
上
杉
謙
信
は
さ
っ
そ
く
本ほ
ん
じ
ょ
う
さ
ね
よ
り

庄
実
乃
を
中
心
と
し
た
行ぎ
ょ
う
せ
い
ふ

政
府
を
つ
く
り
、

中ち
ゅ
う
す
う
枢
に
本
庄
実
乃
を
お
き
、
執し
っ
せ
い政
と
し
ま
し
た
。
ま
た
共
に
語
り
合
い
戦
っ
た
、
同
ど
う
り
ょ
う僚
の
栃

尾
衆
を
謙
信
の
旗は
た
も
と本
と
し
て
身
の
回
り
の
警け
い
ご護
を
任ま
か

せ
ま
し
た
。
い
わ
ば
栃
尾
の
政
府
が

そ
っ
く
り
春
日
山
城
に
移
動
し
た
形
で
し
た
。

　
　
　

そ
の
後
、長
い
間
、敵て
き
た
い対
し
て
き
た
魚う
お
ぬ
ま沼
郡ぐ
ん

の
上う
え
だ田
城じ
ょ
う
し
ゅ
主
、長な
が
お尾
政ま
さ
か
げ景
が
謙
信
に
降こ
う
さ
ん参
し
、越

後
に
は
も
う
敵
対
す
る
豪ご
う
ぞ
く族
は
い
な
く
な
り
、事じ
じ
つ
じ
ょ
う

実
上
の
国
主
、越え
ち
ご後
守し
ゅ
ご護
に
な
り
ま
し
た
。

　

⑵　

川か
わ
な
か
じ
ま

中
島
合が
っ
せ
ん戦
起お

こ
る

　
　
　

京き
ょ
う
と都
に
上じ
ょ
う
ら
く洛
す
る
直ち
ょ
く
ぜ
ん前
、
甲か

い斐
の
武た
け
だ田
信し
ん
げ
ん玄
か
ら
攻
撃
を
う
け
て
い
る
と
、
北き
た
し
な
の

信
濃
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（
長な
が
の
け
ん

野
県
）
の
豪
族
か
ら
助
け
を
求
め
ら
れ
て
出
陣
し
ま
し
た
。
そ
し
て
怒ど
と
う涛
の
よ
う
に

武た
け
だ田
軍ぐ
ん

を
追つ
い
げ
き撃
し
て
追
い
払
い
ま
し
た
。
以
降
、
川か
わ
な
か
じ
ま

中
島
を
境
に
五
回
に
わ
た
っ
て
合が
っ
せ
ん戦
が

繰く

り
広ひ
ろ

げ
ら
れ
ま
し
た
。
有
名
な
川
中
島
合
戦
で
す
。

　

⑶　

上
洛
し
参さ
ん
だ
い内
す
る

　
　
　

京
都
に
上
洛
し
、
宮
き
ゅ
う
ち
ゅ
う
中
に
参
内
。
後ご

奈な

ら良
天て
ん
の
う皇
に
拝は
い
え
つ謁
し
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
将
し
ょ
う
ぐ
ん軍
足あ
し
か
が利

義よ
し
て
る輝
や
関か
ん
ぱ
く白
の
近こ
の
え衛
前さ
き
つ
ぐ嗣
と
会か
い
け
ん見
。
意い
き
と
う
ご
う

気
投
合
し
て
天て
ん
か下
を
統と
う
い
つ一
す
る
こ
と
を
話
し
合
い
ま

し
た
。

　

⑷　

関か
ん
と
う東
管か
ん
れ
い領
に
就
し
ゅ
う
に
ん任　
　

　
　
　

越
後
に
帰
る
や
、
上
杉
家
を
相
続
し
、
将
し
ょ
う
ぐ
ん軍
に
つ
ぐ
権け
ん
い威
、
関
東
管
領
に
推す
い
せ
ん薦
さ
れ
ま
し

た
。
謙
信
は
越
後
軍
を
率
い
て
関
東
に
入
り
、
関
東
の
援え
ん
ぐ
ん軍
と
一
緒
に
小お
だ
わ
ら
じ
ょ
う

田
原
城
を
攻
撃
し

た
後
、
鎌か
ま
く
ら倉
の
鶴つ
る
が
お
か

ケ
岡
八は
ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
に
お
い
て
盛せ
い
だ
い大
な
関
東
管
領
の
就
し
ゅ
う
に
ん
し
き

任
式
を
行
い
ま
し
た
。

　

⑸　

天て
ん
か
と
う
い
つ

下
統
一
に
動
き
だ
す

　
　
　

上
杉
謙
信
は
越
後
を
中
心
に
関か
ん

八
州し
ゅ
う（
関
東
八
か
国
）、
能の

と登
な
ど
広こ
う
だ
い大
な
地
域
の
統
と
う
り
ょ
う領

と
な
り
、
大
き
な
勢
力
を
築
き
ま
し
た
。
京き
ょ
う
と都
に
い
る
将
し
ょ
う
ぐ
ん軍
の
足
利
義
輝
や
関か
ん
ぱ
く白
の
近
衛
前
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上　杉　謙　信上　杉　謙　信 第１章

嗣
と
連れ
ん
け
い携
し
、
関か
ん
と
う東
・
東と
う
か
い
ち
ほ
う

海
地
方
の
大だ
い

包ほ
う
い
も
う

囲
網
を
つ
く
り
、
北ほ
く
り
く陸
か
ら
攻
め
登
る
と
い
う

壮そ
う
だ
い大
な
構こ
う
そ
う想
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
謙
信
は
ま
だ
三
十
二
歳
の
若
さ
で
し
た
。

　

⑹　

謙
信
の
逝せ
い
き
ょ去

　
　
　

謙
信
は
出
し
ゅ
つ
じ
ん陣
す
る
こ
と
七
十
余よ

度ど

。
そ
の
ほ
と
ん
ど
負
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、

四
十
八
歳
（
数か
ぞ

え
四
十
九
歳
）
の
時
に
、
関
東
に
攻
め
込
む
直
前
に
突と
つ
ぜ
ん然
倒た
お

れ
て
亡な

く
な
り

ま
し
た
。

　

⑺　

お
館た
て

の
乱ら
ん

、
お
こ
る

　
　
　

上
杉
謙
信
が
亡
く
な
る
と
、
養
子
の
上
杉
景
虎
と
上
杉
景か

げ
か
つ勝
と
の
間
に
国
内
を
二
つ
に
分

け
た
戦
争
が
起
こ
り
ま
し
た
。
栃
尾
城
主
の
本
庄
秀ひ
で
つ
な綱
は
景
虎
方
の
総
そ
う
た
い
し
ょ
う

大
将
と
し
て
奮ふ
ん
と
う闘
し

ま
し
た
。
天
正
八
年
（
１
５
８
０
）
に
、
栃
尾
城
は
景
勝
の
猛も
う
こ
う攻
を
受
け
て
あ
え
な
く
落
ら
く
じ
ょ
う城

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
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謙信公銅像（栃尾美術館）
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上う
え
す
ぎ
け
ん
し
ん
こ
う

杉
謙
信
公
旗は

た

揚あ

げ
の
城し

ろ　

栃と
ち

尾お

城じ
ょ
う

第
２
章

【
１
】
栃
尾
城
に
つ
い
て

　

⑴　

天
下
一
の
絶
景
、
栃
尾
城

　
　
　

栃
尾
市
街
地
の
西
方
に
、
天
高
く
城し
ろ
が
た形
の
シ
ル
エ
ッ
ト

を
描え
が

い
て
い
る
の
が
、
栃
尾
城
（
県け
ん

指し
て
い定
文ぶ
ん
か
ざ
い

化
財
）
が
築

か
れ
て
い
る
鶴
か
く
じ
ょ
う
さ
ん

城
山
（
二
二
七
㍍
）
で
す
。
本ほ
ん
ま
る丸
の
平へ
い
た
ん坦

地ち

と
空か
ら
ぼ
り堀
に
落
ち
る
姿
が
鮮
や
か
に
眺
ち
ょ
う
ぼ
う望
さ
れ
、
守す
も
ん門
岳だ
け

や
刈か
り
や
だ
が
わ

谷
田
川
、
西に
し
だ
に谷
川が
わ

の
二ふ
た
す
じ筋
の
河か
わ

と
と
も
に
情
じ
ょ
う
ち
ょ
て
ん
め
ん

緒
纏
綿

と
し
た
、
栃
尾
の
象
し
ょ
う
ち
ょ
う
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
上
杉
謙
信
が

こ
の
栃
尾
城
で
旗
揚
げ
を
し
、
国こ
く
し
ゅ主
と
な
っ
て
春
日
山
城

に
登
る
ま
で
の
青せ
い
ね
ん
き

年
期
を
過す

ご
し
た
お
城
で
す
。

　
　
　

栃
尾
に
は
交
通
の
要よ
う
し
ょ所
な
ど
に
二
十
を
越
え
る
山や
ま
じ
ろ城

（
砦
と
り
で
）
が
築
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
要
か
な
め
の
位
置
に

栃
尾
城
が
築
か
れ
ま
し
た
。
抜ば
つ
ぐ
ん群
の
威い
よ
う容
を
誇ほ
こ

り
、
春

栃尾市街地から栃尾城跡を望む
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上杉謙信公旗揚げの城　栃尾城第２章

日
山
城
や
坂さ
か
ど
じ
ょ
う

戸
城
に
つ
ぐ
県け
ん
な
い内
屈く
っ
し指
の
城
じ
ょ
う
か
く郭
で
あ
り
、
壮
大
な
根ね

ご

や

小
屋
式し
き

の
要よ
う
さ
い塞
堅け
ん
ご固
、

難な
ん
こ
う
ふ
ら
く

攻
不
落
の
お
城
で
す
。

　
　
　

縄な
わ
ば張
り
（
城
の
構こ
う
ぞ
う造
）
は
鶴
が
羽
根
を
広
げ
た
よ
う
な
Ｕゆ
ー
じ
が
た

字
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

舞ま
い
づ
る
じ
ょ
う

鶴
城
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
本
丸
は
ひ
と
き
わ
高
く
、
幅
約
九
㍍
、
長
さ
約
六
十
㍍
、

面
積
五
百
四
十
平
方
㍍
（
百
六
十
坪つ
ぼ

）
ほ
ど
の
細
長
い
平へ
い
た
ん坦
な
曲く
る
わ輪
と
な
っ
て
い
て
、
天て
ん
ね
ん然

の
天て
ん
し
ゅ
か
く

守
閣
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
丸
か
ら
は
遠
く
は
佐さ

ど渡
、
弥や
ひ
こ彦
・
蒲か
ん
ば
ら原
、
ま
た
真ま

む向
か
い

に
霊れ
い
ほ
う峰
守す
も
ん門
岳だ
け

、
粟あ
わ

ヶが

岳だ
け

が
聳そ
び

え
、
さ
ら
に
眼
下
に
目
を
や
る
と
、
市
街
地
が
一
望
の
も
と

に
み
る
こ
と
が
で
き
、そ
の
雄
大
な
眺
望
は
ま
さ
に
絶
景
と
し
か
い
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

⑵　

栃
尾
城
の
特
と
く
ち
ょ
う徴

　
　
　

栃
尾
城
は
山
の
地
形
を
巧た
く

み
に
利
用
し
て
縄
張
り
さ
れ
た
山や
ま
じ
ろ城
で
す
。
そ
の
特
と
く
ち
ょ
う徴
は
、
最

も
早
い
時
期
に
舞ま
い
づ
る鶴
型が
た

に
縄
張
り
さ
れ
、
翼
つ
ば
さ
に
挟は
さ

ま
れ
た
谷
間
に
お
い
て
は
、
兵
ひ
ょ
う
ろ
う糧
用よ
う

の
田

畑
が
耕
作
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
城
下
に
は
武ぶ
け
や
し
き

家
屋
敷
を
構か
ま

え
、
常
に
戦
に
出
ら
れ
る
体
制
が

と
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
兵へ
い
の
う農
分ぶ
ん
り離
と
い
い
、
こ
れ
も
日
本
で
は
最
も
早
い
時
期
に
行
な
わ
れ

ま
し
た
。
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上杉謙信公旗揚げの城　栃尾城上杉謙信公旗揚げの城　栃尾城 第２章

　
　
　

城
は
、
山さ
ん
ち
ょ
う頂
か
ら
は
県
内
で
は
最
も
長
い
と
い
わ
れ
る
大お
お
か
ら
ぼ
り

空
堀
が
掘ほ

ら
れ
、
広

い
「
千せ
ん
に
ん
だ
ま

人
溜
り
」
に
向
か
っ
て
下お

り
て
い
る
な
ど
、
要よ
う
し
ょ所
要よ
う
し
ょ所
に
工く
ふ
う夫
が
凝こ

ら
さ
れ
た

難な
ん
こ
う
ふ
ら
く

攻
不
落
の
城
じ
ょ
う
さ
い塞
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

⑶　

栃
尾
城
の
概が
い
よ
う要　

　
　
　

栃
尾
城
は
一
番
高
い
本
丸
を
中
心
に
翼
の
左
側
、
市
街
地
側
は
尾お

ね根
を
利
用
し
て
、
松ま
つ

ノ

丸ま
る

、
三さ
ん

ノの

丸ま
る

、
五ご
と
う島
丸ま
る

と
連つ
ら

な
り
、
長な
が
み
ね
が
わ

峰
側
に
降お

り
て
い
ま
す
。
ま
た
本
丸
に
向
っ
て
左
の
、

大お
お
の野
側が
わ

は
二
ノ
丸
、
中
ノ
丸
、
琵び

わ琶
丸ま
る

、
馬う
ま
つ
な繋
ぎ
場ば

、
狼の
ろ
し煙
台だ
い

が
連つ
ら

な
っ
て
い
ま
す
。

【
２
】
栃
尾
城
の
歴
史

　

⑴　

栃
尾
城
主
の
変へ

ん
せ
ん遷
（
前
期
栃
尾
城
主
）

　
　
　

南な
ん
ぽ
く
ち
ょ
う
じ
だ
い

北
朝
時
代
初し
ょ
き期
、
足あ
し
か
が利
尊た
か
う
じ氏
が
政せ
い
け
ん権
を
と
る
と
越
後
守
護
に
宇う
つ
の
み
や

都
宮
氏う
じ

綱つ
な

が
な
り
、
栃

尾
に
は
そ
の
老ろ
う
し
ん臣
、
芳は

が賀
禅ぜ
ん

可か

が
入
り
、
栃
尾
城
を
築
き
、
初
代
城
主
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　

と
こ
ろ
が
、
芳は

が賀
一い
ち
ぞ
く族
が
上う
え
す
ぎ杉
軍ぐ
ん

と
戦
っ
て
敗は
い
た
い退
す
る
と
、
替か

わ
っ
て
上う
え
す
ぎ杉
憲の
り

顕あ
き

の

家か
し
ん臣
、
大お
お
ぜ
き関
兵ひ
ょ
う
ぶ部
が
栃
尾
城
に
入
り
、
二
代
目
の
栃
尾
城
主
と
な
り
ま
し
た
。
大お
お
ぜ
き関
兵ひ
ょ
う
ぶ部
は
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栃
尾
城
の
特
徴
で
あ
る
舞ま
い
づ
る鶴
形が
た

に
縄
張
り
を

行
い
、
ま
た
城じ
ょ
う
か下
に
武
家
屋
敷
を
構か
ま

え
て

兵
農
分
離
の
体
制
を
整
と
と
の
え
ま
し
た
。
以い
こ
う降
、

本ほ
ん
じ
ょ
う庄
実さ
ね

乃よ
り

や
上
杉
謙
信
が
入
に
ゅ
う
じ
ょ
う
城
す
る
ま
で
、

代だ
い
だ
い々

大お
お
ぜ
き関
家け

が
城
じ
ょ
う
し
ゅ主
を
つ
と
め
、
揺ゆ

る
ぎ
な

い
完か
ん
ぺ
き璧
な
城し
ろ

作づ
く

り
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

　
　
　

上
杉
謙
信
が
栃
尾
城
に
入
り
、
中な
か
ご
お
り郡
の

郡ぐ
ん
じ司
に
就
し
ゅ
う
に
ん任
す
る
と
、
栃
尾
城
主
は
本
ほ
ん
じ
ょ
う庄
実さ
ね

乃よ
り

、
つ
づ
い
て
そ
の
息
子
の
秀ひ
で
つ
な綱
が
城
主
を

勤つ
と

め
ま
し
た
。

　

⑵　

後こ
う
き期
栃
尾
城
主

　
　
　

と
こ
ろ
が
、
お
館た
て

の
乱ら
ん

で
栃
尾
城
が
落
城

す
る
と
、
上
杉
景
勝
の
家か
し
ん臣
、
村む
ら
た田
大お
お
す
み隅

守か
み

、
宮み
や
じ
ま島
三み
か
わ河
守の
か
み、
清し
み
ず水
内く
ら
の
す
け

蔵
助
な
ど
が

栃尾城跡本丸を望む
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相あ
い
つ次
い
で
居
き
ょ
じ
ょ
う城
し
ま
し
た
。

　
　
　

慶
け
い
ち
ょ
う長
三
年
（
１
５
９
８
）
に
上
杉
家
が
会あ
い
づ津
に
転て
ん
ぽ
う封
す
る
と
、
替か

わ
っ
て
堀ほ
り

氏し

の
家
臣
、

丸ま
る
た
い
ず
の
か
み

田
伊
豆
守
・
神み

こ

た
子
田
長な
が
と門
守の
か
みの
治
め
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
慶
け
い
ち
ょ
う長
十
五
年
（
１
５
２
０
）
二

月
、
松
ま
つ
だ
い
ら平
忠た
だ
て
る輝
が
国
主
と
な
る
と
、
栃
尾
は
家
臣
の
、
松
ま
つ
だ
い
ら平
築ち
く
ご後
守の
か
み

信の
ぶ
か
つ勝
が
栃
尾
城
主
と
な

り
、
元げ
ん
な和
二
年
（
１
６
１
６
）
に
松
平
忠
輝
が
徳と
く
が
わ川
家い
え
や
す康
の
怒
り
に
ふ
れ
、
領り
ょ
う
ち地
を
没
ぼ
っ
し
ゅ
う収
さ

れ
る
と
、
栃
尾
は
三
さ
ん
じ
ょ
う条
城
主
の
市
い
ち
は
し
し
も
ふ
さ
の
か
み
な
が
か
つ

橋
下
総
守
長
勝
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　

栃
尾
城
は
慶
け
い
ち
ょ
う長
十
五
年
（
１
６
１
０
）
に
廃は
い
じ
ょ
う城
と
な
り
ま
し
た
が
、「
慶
長
十
九
年

（
１
６
１
４
）、
市
橋
下
総
守
が
居
城
を
三
条
に
移
す
に
お
よ
び
廃
城
」
と
も
あ
り
ま
す
。
こ

う
し
て
、
栃
尾
城
は
約
二
百
七
十
年
と
い
う
長
い
歴
史
に
幕
を
閉
じ
た
の
で
し
た
。
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狼
のろしだい

煙台から本丸、守門岳を望む（古い写真）
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謙け
ん
し
ん信
の「
義ぎ

」の
発は

っ
し
ょ
う祥
の
禅ぜ

ん
で
ら寺  

瑞ず
い
り
ん麟
寺じ

第
３
章

【
１
】 

上
杉
謙
信
の「
義
」の
精
神
を
培
つ
ち
か

っ
た
幻
ま
ぼ
ろ
しの
寺て
ら

、瑞ず
い

麟り
ん

寺じ

　

⑴　

青
年
、
景
虎
の
葛か
っ
と
う藤

　
　
　

わ
ず
か
十
三
才
の
上
杉
謙
信
（
景
虎
）
は
、
天て
ん
ぶ
ん文
十
二

年
（
１
５
４
３
）
に
、
兄
の
晴は
る

景か
げ

か
ら
中
ち
ゅ
う
・
下か
え
つ越
地ち
ほ
う方

鎮ち
ん
あ
つ圧
の
命め
い

を
受う

け
、
戦せ
ん
ら
ん乱
の
真ま

っ
只た
だ
な
か中
の
栃
尾
城
に
派
遣

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
林
泉
寺
に
お
い
て
修
し
ゅ
ぎ
ょ
う行
三ざ
ん
ま
い昧
を

過
ご
し
て
き
た
謙
信
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
青せ

い
て
ん天
の
霹へ
き
れ
き靂

の
出で
き
ご
と

来
事
で
し
た
。

　
　
　

戦せ
ん
そ
う争
は
人
を
殺
し
あ
う
修し
ゅ
ら羅
の
世
界
で
す
。
そ
こ
に
は

目
を
覆お
お

う
ば
か
り
の
地じ
ご
く
え

獄
絵
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
し

た
。
謙
信
は
そ
の
一い
ち
ぐ
ん軍
の
将
し
ょ
う
と
し
て
自
み
ず
か
ら
陣じ
ん
と
う頭
に
立
っ
て

戦せ
ん
と
う闘
の
指し

き揮
を
と
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
人
を
殺
す
な

か
れ
」
と
い
う
仏
ぶ
っ
き
ょ
う教
の
戒か
い
り
つ律
を
犯お
か

す
こ
と
は
謙
信
の
心
を

瑞麟寺跡
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深
く
傷
つ
け
た
の
で
し
た
。

　
　
　

人
生
で
最
も
多た
か
ん感
な
青せ
い
ね
ん
き

年
期
に
、
し
か
も
、
人ひ
と
い
ち
ば
い

一
倍
、
や
さ
し
い
心
を
も
っ
て
い
た
謙
信

に
と
っ
て
、
想
像
し
え
な
い
大
き
な
衝
し
ょ
う
げ
き撃
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

矛む
じ
ゅ
ん盾
と
葛か
っ
と
う藤
を
ど
う
解
決
す
る
か
、
若
き
謙
信
に
と
っ
て
最
大
の
課か
だ
い題
で
し
た
。

　

⑵　

栃
尾
瑞
麟
寺
の
高こ
う
そ
う僧
と
の
出
会
い
、「
義
」
の
信し
ん
ね
ん念
を
感か
ん
と
く得

　
　
　

幸
さ
い
わ
い
に
し
て
謙
信
が
下げ
こ
う向
し
た
栃
尾
に
は
、
父
、
為た
め

景か
げ

が
創そ
う
け
ん建
し
た
瑞
麟
寺
が
栃
尾
城

か
ら
わ
ず
か
に
離
れ
た
所
に
あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
上
じ
ょ
う
え
つ越
市し

吉よ
し
か
わ
く

川
区
の
転て
ん
り
ん輪
寺
三
世せ
い

の

湖こ
さ
ん
せ
い
と
う

山
性
東
和お
し
ょ
う尚
が
隠い
ん
き
ょ居
を
す
る
に
あ
た
っ
て
建た

て
ら
れ
た
禅ぜ
ん

寺で
ら

で
し
た
。
当
時
、
転
輪
寺
は

新
潟
県
に
お
け
る
曹
そ
う
と
う
し
ゅ
う

洞
宗
（
禅
ぜ
ん
し
ゅ
う宗
）
の
拠き
ょ
て
ん点
で
、
多
く
の
優す
ぐ

れ
た
禅ぜ
ん
そ
う僧
を
輩
は
い
し
ゅ
つ出
し
て
い
ま
し

た
。
謙
信
が
栃
尾
に
派
遣
さ
れ
た
時
に
は
、
す
で
に
開か
い
さ
ん山
の
湖こ
さ
ん
お
し
ょ
う

山
和
尚
は
遷せ
ん
げ化
さ
れ
、
弟で

し子

の
二
世せ
い

、
樵
し
ょ
う
が
ん
に
ょ
こ
う

岩
恕
昂
和お
し
ょ
う尚
が
あ
と
を
継つ

い
で
い
ま
し
た
。
同ど
う

和お
し
ょ
う尚
も
ま
た
徳と
く

の
高
い
禅ぜ
ん
そ
う僧
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　

景
虎
は
瑞
麟
寺
の
門
を
た
た
く
や
、
林
泉
寺
で
の
修
し
ゅ
ぎ
ょ
う行
と
同
様
、
参さ
ん
ぜ
ん禅
に
つ
と
め
、
そ
の

矛む
じ
ゅ
ん盾
の
解
決
に
全
力
を
傾
か
た
む
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、「
神し
ん
ぶ
つ仏
に
恥は

じ
な
い
生い

き
方か
た

」「
筋す
じ

を
通と
お
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し
て
生い

き
る
」
と
い
う
「
義
」
の
精
神
を
悟さ
と

り
、
生
し
ょ
う
が
い涯
、「
義
」
の
精
神
を
貫
つ
ら
ぬ
い
て
生
き
る

こ
と
を
誓ち
か

っ
た
の
で
し
た
。
聖
せ
い
し
ょ
う将
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
。

　
　
　

白
い
無む

く垢
の
頭ず
き
ん巾
を
か
ぶ
り
、
鎧
よ
ろ
い
で
身み

を
固か
た

め
、
右
手
に
軍ぐ
ん
ぱ
い配
、
左
手
に
数じ
ゅ
ず珠
と
い
う
、

こ
れ
ま
で
誰だ
れ

も
が
目
に
し
た
こ
と
の
な
い
出い

で
立た

ち
は
、
周
囲
を
圧
倒
し
ま
し
た
。
そ
し
て

麒き
り
ん
じ

麟
児
の
よ
う
に
戦
せ
ん
じ
ょ
う場
を
駆か

け
巡め
ぐ

る
雄ゆ
う
し姿
は
、
百
回
も
の
戦
争
に
出
て
戦
さ
の
鬼
と
い
わ
れ

た
父
、
為た
め

景か
げ

譲ゆ
ず

り
の
気き
は
く迫
に
満
ち
た
も
の
で
し
た
。

【
２
】
瑞ず

い
り
ん麟
寺じ

の
歴
史

　

⑴　

瑞
麟
寺
の
創そ
う
け
ん建

　
　
　

瑞
麟
寺
は
永
え
い
し
ょ
う正
十
五
年
（
１
５
１
８
）
に
転て
ん
り
ん輪
寺じ

の
隠い
ん
き
ょ居
寺で
ら

と
し
て
、
謙
信
の
父
、
為
景

が
建
こ
ん
り
ゅ
う立
し
た
禅ぜ
ん
で
ら寺
で
す
。
常じ
ょ
う
あ
ん
じ

安
寺
に
遺の
こ

る
梵
ぼ
ん
し
ょ
う鐘
は
そ
の
五
年
後
の
大だ
い
え
い永
三
年
（
１
５
２
３
）

に
鋳ち
ゅ
う
ぞ
う造
さ
れ
た
も
の
で
、
寄き
し
ん
し
ゃ

進
者
は
「
檀だ
ん
お
つ
ど
う
け
ん

越
道
見
」
と
あ
り
ま
す
。
瑞
麟
寺
は
、
宮
沢

の
旧き
ゅ
う
の
う
め
ん
ど
う
ろ

農
免
道
路
の
南み
な
み
が
わ側
、
刈か
り
や谷
田だ
が
わ川
左さ
が
ん岸
の
中ち
ゅ
う
ふ
く腹
（
段
だ
ん
き
ゅ
う丘
中ち
ゅ
う
い位
）
の
字あ
ざ

瑞
麟
寺
、
通
つ
う
し
ょ
う称

「
寺て
ら
や
し
き

屋
敷
」
と
呼
ば
れ
た
一い
ち
ま
い
だ

枚
田
に
鎮ち
ん
ざ座
し
て
い
ま
し
た
。
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こ
の
地
に
立
つ
と
、
右
手
前
面
の
南な
ん
ぽ
う方
に
は
雄
大
な
守す
も
ん門
岳だ
け

が
そ
び
え
、
刈
谷
田
川
の
対

岸
の
左
手
前
方
に
は
平
た
い
ら

集し
ゅ
う
ら
く
落
が
あ
り
、
そ
の
上じ
ょ
う
ぶ部
に
は
栃と
ち
お尾
城じ
ょ
うの
前ぜ
ん

身し
ん

と
い
わ
れ
た
「
平
た
い
ら
の

城し
ろ

」
が
、
下
部
の
杉
林
に
は
守
門
大だ
い
み
ょ
う
じ
ん

明
神
（
守
門
神じ
ん
じ
ゃ社
）
が
鎮ち
ん
ざ座
し
て
い
ま
し
た
。

　
　
　

昭
和
四
十
六
年
と
平
成
七
年
の
二
回
の
発は
っ
く
つ掘
調ち
ょ
う
さ査
に
よ
っ
て
、
間ま
ぐ
ち口
七
間
、
奥お
く
ゆ
き行
五
間
く

ら
い
の
書し
ょ
い
ん
づ
く

院
造
り
の
禅ぜ
ん
で
ら寺
で
は
な
か
っ
た
か
と
推す
い
そ
く測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

⑵　

瑞
麟
寺
の
系け
い
ふ譜

　
　
　

瑞
麟
寺
の
系
譜
を
た
ど
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

円え
ん
つ
う
じ

通
寺
（
丹た
ん
ば波
水み
な
か
み上
郡ぐ
ん

）
ー
転て
ん
り
ん輪
寺じ

（
吉よ
し
か
わ
む
ら

川
村
）
ー
瑞
麟
寺
（
栃と
ち
お
み
や
ざ
わ

尾
宮
沢
）
ー
常じ
ょ
う
あ
ん
じ

安
寺　

（
栃と
ち
お尾
谷や

ち内
）

　

⑶　

瑞
麟
寺
の
歴れ
き
だ
い代
住
じ
ゅ
う
し
ょ
く職

　
　
　

転
輪
寺
の
過か
こ
ち
ょ
う

去
帳
に
よ
れ
ば
瑞
麟
寺
の
歴
代
住
職
は
次
の
と
お
り
で
す
。　
　

　
　
　

開か
い
さ
ん山　

湖こ
さ
ん山
性せ
い

東と
う

（
転て
ん
り
ん輪
寺じ

三
世せ
い

）　

永
え
い
し
ょ
う正
十
五
年
（
１
５
１
８
）
就し
ゅ
う
に
ん任
、
享
き
ょ
う
ろ
く禄
四
年

（
１
５
３
１
）
遷せ
ん
げ化　

　
　
　

二
世　

樵し
ょ
う
が
ん
に
ょ
こ
う

岩
恕
昂
（
転て
ん
り
ん輪
寺じ

四
世
）　

享
き
ょ
う
ろ
く禄
四
年
（
１
５
３
１
）
就
任
、
天て
ん
ぶ
ん文
十
七
年
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（
１
５
４
８
）
遷
化　
　

　
　
　

三
世せ
い　

天て
ん
の
う応
千せ
ん
か
く鶴
（
転て
ん
り
ん輪
寺じ

五
世
）　

天て
ん
ぶ
ん文
十
七
年
（
１
５
４
８
）
就
任
、
永え
い
ろ
く禄
十
年

（
１
５
６
７
）
遷
化　

　
　
　

四
世　

芳ほ
う
ざ
ん
そ
う
く
ん

山
周
薫
（
転て
ん
り
ん輪
寺じ

六
世
）　

永え
い
ろ
く禄
十
年
（
１
５
６
７
）
就
任
、
天
て
ん
し
ょ
う正
十
八
年

（
１
５
９
０
）
遷
化　
　

　
　
　

五
世　

泰た
い
れ
ん
も
ん
さ
つ

簾
門
察
（
常じ
ょ
う
あ
ん
じ

安
寺
開か
い
ざ
ん山
）　

天
て
ん
し
ょ
う正
十
八
年
（
１
５
９
０
）
就
任　
　
　
　
　
　

　

⑷　

上
杉
謙
信
と
の
関
係

　
　

①
二
世
樵し

ょ
う
が
ん
に
ょ
こ
う
お
し
ょ
う

岩
恕
昂
和
尚
∥
深
い
禅
の
思
想
や
四し
し
ょ書
、
五ご
き
ょ
う経
、
歌か
ど
う道
・
茶さ
ど
う道
な
ど
の
高
い
教
養

を
教
き
ょ
う
じ
ゅ授
。
謙
信
は
京
都
に
上
り
公く

げ家
と
交
流
す
る
に
あ
た
り
、大
き
な
力
と
な
り
ま
し
た
。

　
　

②
四
世
芳ほ
う
ざ
ん
そ
う
く
ん
お
し
ょ
う

山
周
薫
和
尚
∥
上
杉
謙
信
の
よ
き
相
談
役
を
勤つ
と

め
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
弟で

し子

の
江こ
う
し
つ
し
ょ
う
は

室
昌
派
・
泰た
い
れ
ん
も
ん
さ
つ

簾
門
察
を
外が
い
こ
う
か
ん

交
官
に
推す
い
き
ょ挙
し
ま
し
た
。

　
　

③
五
世
泰た
い
れ
い
も
ん
さ
つ
お
し
ょ
う

簾
門
察
和
尚
∥
瑞ず
い
り
ん麟
寺じ

最さ
い
ご後
の
住
じ
ゅ
う
し
ょ
く
職
。
外
交
官
と
し
て
の
功こ
う
せ
き績
を
讃た
た

え
ら
れ
、
謙

信
に
よ
り
常じ
ょ
う
あ
ん
じ

安
寺
を
創
建
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
　
　
　

慶
け
い
ち
ょ
う長
三
年
（
１
５
９
８
）
の
上
杉
家け

の
会あ
い
づ津
転て
ん
ぽ
う封
ま
で
の
八
年
間
、
住
職
を
し
た
も
の
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と
思
わ
れ
ま
す
。

瑞麟寺梵鐘
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常じ
ょ
う　

安あ
ん　

寺じ

第
４
章

　

上
杉
謙
信
は
天て
ん
ぶ
ん文
二
十
年
（
１
５
５
１
）、
二
十
一
歳
の
若

さ
で
越
後
を
平へ
い
て
い定
。
そ
し
て
二
十
二
年
（
１
５
５
３
）
に
京き
ょ
う
と都

に
上
じ
ょ
う
ら
く洛
。
宮
き
ゅ
う
ち
ゅ
う
中
に
参さ
ん
だ
い内
し
て
後ご

奈な

ら良
天て
ん
の
う皇
に
拝は
い
え
つ謁
を
す
る
と
い

う
、
当
時
と
し
て
は
前ぜ
ん
だ
い
み
も
ん

代
未
聞
の
快か
い
き
ょ挙
を
な
し
と
げ
ま
し
た
。

こ
の
時
に
転て
ん
り
ん輪
寺じ

六
世
芳ほ
う
ざ
ん
そ
う
く
ん
お
し
ょ
う

山
周
薫
和
尚
（
瑞ず
い
り
ん麟
寺じ

四
世
）
の
弟で

子し

、
泰た
い
れ
ん
も
ん
さ
つ

簾
門
察
は
軍ぐ
ん
し使
（
外が
い
こ
う
か
ん

交
官
）
と
し
て
活か
つ
や
く躍
、
万ば
ん
ぜ
ん全
の

手て
は
い配
を
整
え
て
、
成
功
に
導
き
ま
し
た
。
そ
の
功
績
を
讃た
た

え
て

上
杉
謙
信
は
門も
ん
さ
つ察
和お
し
ょ
う尚
に
自
分
を
育
て
た
栃
尾
に
常
安
寺
を
創

建
し
て
あ
げ
ま
し
た
。

　

こ
の
時
に
併あ
わ

せ
て
楡に
れ
は
ら原
の
岩い
わ
の野
蔵ざ
お
う王
堂ど
う

に
あ
っ
た
秋あ
き
ば葉

三さ
ん
し
ゃ
く尺
坊ぼ
う

を
祀ま
つ

っ
た
「
般は
ん
に
ゃ若
院い
ん

」
と
そ
の
社
し
ゃ
り
ょ
う領
を
寄き
し
ん進
し
、
常

安
寺
境け
い
だ
い内
に
遷せ
ん
ぐ
う宮
し
ま
し
た
。そ
れ
が
現
在
の
秋あ
き
ば葉
神じ
ん
じ
ゃ社
で
す
。

な
お
、
門も
ん

察さ
つ

和お
し
ょ
う尚
は
そ
の
後
、
師し
し
ょ
う匠
の
後あ
と

を
継つ

ぎ
、
瑞
麟
寺
五



29　越後の虎　上杉謙信公と栃尾

常　安　寺第４章

世
と
な
り
ま
し
た
。

上杉謙信並二臣像 五言対句
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秋あ
き

葉ば

三さ
ん
じ
ゃ
く
ぼ
う

尺
坊
（
秋あ

き

葉ば

神じ
ん
じ
ゃ社
）

第
５
章

　

⑴　

栃
尾
の
楡に
れ
は
ら原
に
お
い
て
秋
葉
三
尺
坊
（
周か
ね
く
に国
）
が
修
し
ゅ
ぎ
ょ
う行

　
　
　

栃
尾
の
楡
原
、
岩い
わ

野の
は
ら原
に
吉よ
し
の野
の
蔵ざ
お
う王
権ご
ん
げ
ん現
の
修
行
道

場
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
本ほ
ん
ぐ
う宮
を
中
心
に
十
二
の
坊ぼ
う

（
僧そ
う
り
ょ侶
の
住
じ
ゅ
う
き
ょ居
・
修
行
道
場
）
が
立
ち
並
び
、
一
大
霊れ
い

場じ
ょ
う

を
形け
い
せ
い成
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
長な
が
の
け
ん

野
県

の
飯い
い
づ
な
さ
ん

縄
山
で
修
行
し
た
修し
ゅ
げ
ん験
（
山や
ま
ぶ
し伏
）、
周か
ね
く
に国
（
後の
ち

の
秋

葉
三
尺
坊
）
が
修
行
に
来
ま
し
た
。
周
国
は
境け

い
だ
い内
の
三
尺

坊
で
修
行
し
て
い
た
こ
と
か
ら
三
尺
坊
と
呼
ば
れ
ま
し

た
。
や
が
て
不ふ
ど
う
み
ょ
う
お
う

動
明
王
三ざ
ん
ま
い昧
の
荒
あ
ら
ぎ
ょ
う行
を
修
し
ゅ
う
し
て
、
修し
ゅ
げ
ん
ど
う

験
道

の
極ご
く

意い

を
感か
ん
と
く得
し
ま
し
た
。

　
　
　

三
尺
坊
は
修
行
を
成
じ
ょ
う
じ
ゅ就
し
た
と
き
に
、「
わ
が
名
を
呼

ぶ
も
の
あ
ら
ば
、
火か
さ
い災
盗と
う
な
ん難
を
防ぼ
う
し止
す
る
」
と
叫さ
け

び
、
そ

こ
に
現
あ
ら
わ
れ
た
白び
ゃ
っ
こ狐
に
騎の

っ
て
空
中
を
飛
行
、
静し
ず
お
か
け
ん

岡
県
の
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秋あ
き
は
さ
ん

葉
山
に
舞
い
降
り
ま
し
た
。
こ
の
飛
び
立
つ
光
景
を
目ま

の
あ
た
り
に
し
た
栃
尾
蔵
王
権
現

の
修し
ゅ
ぎ
ょ
う
し
ゃ

行
者
は
、
恐お
そ

れ
お
の
の
き
、
三
尺
坊
を
威い
と
く徳
大だ
い

権ご
ん
げ
ん現
と
崇あ
が

め
、
境
内
に
社し
ゃ
で
ん殿
「
般は
ん
に
ゃ若

院い
ん

」
を
建
こ
ん
り
ゅ
う立
し
て
祀ま
つ

り
ま
し
た
。

　
　
　

戦
国
時
代
末
期
に
上
杉
謙
信
は
常じ
ょ
う
あ
ん
じ

安
寺
を
創
建
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
「
般
若
院
」
と

社し
ゃ
り
ょ
う
領
を
寄
進
し
、
社
殿
を
常
安
寺
境
内
に
遷せ
ん
ぐ
う宮
し
ま
し
た
。

　

⑵　

遠
え
ん
し
ゅ
う州
（
静
岡
県
）
秋あ
き
は
さ
ん

葉
山
の
秋あ
き
ば葉
三さ
ん
し
ゃ
く尺
坊ぼ
う

、
火ひ
ぶ
せ防
の
守
護
神
と
し
て
名
を
馳は

せ
る

　
　
　

三
尺
坊
は
静
岡
県
の
霊れ
い
ざ
ん山
、
秋あ
き
は
さ
ん

葉
山
に
舞
い
降
り
る
や
、
秋
葉
三
尺
坊
と
呼
ば
れ
火ひ
ぶ
せ防
の

守
護
神
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
東と
う
か
い
ち
ほ
う

海
地
方
は
も
と
よ
り
関か
ん
と
う東
や
関か
ん
さ
い西
か
ら
も
日ひ

び々

、
多

く
の
参さ
ん
け
い
し
ゃ

詣
者
が
訪
れ
、「
遠
え
ん
し
ゅ
う州
秋あ
き
ば葉
大だ
い

権ご
ん
げ
ん現
」
の
名
前
は
全
国
に
轟
と
ど
ろ
き
わ
た
り
ま
し
た
。

　
　
　

江え

ど

じ

だ

い

戸
時
代
の
中
ご
ろ
、
こ
の
「
遠
州
秋
葉
山
（
別べ
っ
と
う
し
ゅ
う
よ
う
じ

当
秋
葉
寺
）」
と
栃
尾
の
「
三
尺
坊

（「
般は
ん
に
ゃ若
院い
ん

」
別べ
っ
と
う当
常じ
ょ
う
あ
ん
じ

安
寺
）」
と
の
間
に
「
い
ず
れ
が
本ほ
ん
ざ
ん山
か
」
の
訴そ
し
ょ
う訟
が
起お

こ
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
「
遠
え
ん
し
ゅ
う州
は
秋あ
き
ば葉
信し
ん
こ
う仰
、
布ふ
き
ょ
う教
の
地ち

」「
栃と
ち
お尾
は
三
尺
坊
修し
ゅ
ぎ
ょ
う
行
の
地ち

」
と
し
て
い
ず

れ
も
「
本
山
」
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
裁さ
い
ば
ん
か
ん

判
官
の
背は
い
ご後
に
控ひ
か

え
て
い
た
の
が
、
有
名
な

大お
お
お
か
え
ち
ぜ
ん
の
か
み

岡
越
前
守
で
し
た
。
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秋葉三尺坊（秋葉神社） 第５章

　

⑶　

栃
尾
の
秋
葉
三
尺
坊
、
栄さ
か

え
る

　
　
　

栃
尾
常
安
寺
の
秋
葉
三
尺
坊
は
先
の
よ
う
に「
二に
だ
い大
霊れ
い
ざ
ん山
の
ひ
と
つ（
火か
ぼ
う
に
ほ
ん
そ
う
ほ
ん
び
ょ
う

防
日
本
総
本
廟
）」

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
県
内
各
地
か
ら
「
火ひ
ぶ
せ防
の
秋あ
き
ば
さ
ん

葉
山
」
と
し
て
大
勢
の
参さ
ん
け
い
し
ゃ

詣
者
が
訪
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　

そ
し
て
常
安
寺
の
前
に
は
土み
や
げ
も
の

産
物
の
店
な
ど
が
立
ち
並
ん
で
門も
ん
ぜ
ん
ま
ち

前
町
と
な
り
、
栃
尾
町
の

繁は
ん
え
い栄
の
も
と
と
な
り
ま
し
た
。
特
に
「
馬う
ま
い
ち市
」
を
秋あ
き
ば葉
神じ
ん
じ
ゃ社
の
縁え
ん
に
ち日
と
一い
っ
し
ょ緒
に
開か
い
さ
い催
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
県
内
各
地
か
ら
馬
の
仲な
か
が買
い
人
や
秋
葉
三
尺
坊
の
参
詣
者
が
、
さ
ら
に
は

近き
ん
ご
う郷
近き
ん
ざ
い在
か
ら
の
買
い
物
客
が
集
ま
る
な
ど
、
栃
尾
町
は
人
、
人
で
ご
っ
た
返が
え

し
ま
し
た
。

そ
し
て
、「
秋あ
き
ば葉
大だ
い

権ご
ん
げ
ん現
祭さ
い

」
が
生
ま
れ
、「
馬
市
」
と
「
秋
葉
大
権
現
祭　
（
現げ
ん
ざ
い在
は
諏す

わ訪

神じ
ん
じ
ゃ社
春し
ゅ
ん
き季
大た
い
さ
い祭
）」
は
栃
尾
の
「
二に
だ
い大
祭ま
つ

り
」
と
し
て
定
て
い
ち
ゃ
く着
し
て
い
き
ま
し
た
。
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上杉謙信と栃尾城の年譜

越後の虎　上杉謙信公と栃尾　34

上う
え
す
ぎ
け
ん
し
ん

杉
謙
信
と
栃と

ち

尾お

城じ
ょ
う

の
年ね

ん

譜ぷ

第
６
章

年

時
代

で　

き　

ご　

と

１
５
０
８

長な
が

尾お

為た
め

景か
げ

に
よ
り
、
太
田
に
東と
う
ふ
く福
寺じ

再
建
さ
れ
る

１
５
０
９

上
杉
謙
信
の
父
、
長
尾
為
景
、
越え
ち

後ご

守し
ゅ

護ご

の
上
杉
房ふ
さ
よ
し能
を
下く
だ

す

１
５
１
０

為
景
、
関か

ん
と
う
か
ん
れ
い

東
管
領
上
杉
顕あ
き
さ
だ定
を
下
す 

１
５
１
５

長
尾
為
景
に
よ
り
、
瑞ず
い
り
ん麟
寺じ

建こ
ん
り
ゅ
う
立
さ
れ
る

１
５
２
３

瑞
麟
寺
の
梵

ぼ
ん
し
ょ
う鐘
鋳い

ら
れ
る

１
５
３
０

上
杉
謙
信
誕た
ん
じ
ょ
う

生
（
幼

よ
う
み
ょ
う名 

虎と
ら

千ち

代よ

）

１
５
３
１

上じ
ょ
う
じ
ょ
う
さ
だ
の
り

条
定
憲
、
乱ら
ん

を
起お

こ
す
（
上
じ
ょ
う
じ
ょ
う
条
の
乱ら
ん

）

１
５
３
５

為
景
、
栃
尾
に
在ざ
い
じ
ん陣

１
５
３
６

為
景
、
晴は

る
か
げ景
に
家か
と
く督
を
譲ゆ
ず

る

謙
信
（
虎
千
代
）、
林り

ん
せ
ん
じ

泉
寺
に
預あ
ず

け
ら
れ
る

１
５
３
８

上
条
の
乱
収し

ゅ
う
そ
く束

守
護
、
上
杉
定さ

だ
ざ
ね実
の
養
子
問も
ん
だ
い題
起お

こ
る

１
５
４
１

為
景
没ぼ
っ

す
。
養
子
問
題
収
束

下
げこくじょう

克上上
じょうじょう

条 の乱
らん

養
よ う し

子



35　越後の虎　上杉謙信公と栃尾

上杉謙信と栃尾城の年譜第６章

１
５
４
３

謙
信
（
虎
千
代
）
元
服
し
て
「
景
虎
」
と
な
る
。
中
郡
の
郡
司
と
し
て
、謙
信
、

栃
尾
に
下げ
こ
う向
（
三
条
城
を
経
て
栃
尾
城
に
入
る
）

１
５
４
５

黒く
ろ
だ
ひ
で
た
だ

田
秀
忠
、
晴
景
に
背そ
む

く
。
景
虎
出し
ゅ
つ
じ
ん
陣
す
る

１
５
４
７

景
虎
、
黒
田
秀
忠
を
下
す

１
５
４
８

景
虎
、栃
尾
城
か
ら
春
日
山
城
に
入
り
、晴
景
に
替か

わ
っ
て
守
護
代だ
い

と
な
る

１
５
５
０

守
護
、
上
杉
定
実
没ぼ
っ

す
。
謙
信
越
後
守
護
に
な
る

１
５
５
１

長
尾
政ま
さ
か
げ景
、
謙
信
に
降こ
う
ふ
く伏
す
る

１
５
５
３

晴
景
死
す
。
上

じ
ょ
う
ら
く洛
・
参さ
ん
だ
い内
。
謙
信
「
宗
心
」
と
改
あ
ら
た
め
る

１
５
６
１

謙
信
、
上
杉
家
を
相
続
し
関
東
管
領
に
就
し
ゅ
う
に
ん任
。
謙
信
、「
政ま
さ
と
ら虎
」
と
改
め
、

後
に
「
輝て
る
と
ら虎
」
と
改
名
す
る

１
５
７
０

こ
れ
よ
り
法ほ
う
ご
う号
「
謙
信
」
と
称
す
る

１
５
７
８

上
杉
謙
信
逝せ

い
き
ょ去
。
お
館た
て

の
乱
起
こ
る

１
５
７
９

上
杉
謙
信
の
養
子
、
上
杉
景
虎
（
北

ほ
う
じ
ょ
う
さ
ぶ
ろ
う

条
三
郎
）、
鮫さ
め
が
お
じ
ょ
う

ケ
尾
城
で
自じ
が
い害

１
５
８
０

栃
尾
城
落ら

く
じ
ょ
う城

１
５
９
０

上
杉
家
、
会あ

い
づ津
に
転て
ん
ぽ
う封

１
６
１
０

栃
尾
城
廃は

い
じ
ょ
う城

栃尾時代春
か す が や ま

日山時代謙信没後
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上う
え
す
ぎ
け
ん
し
ん

杉
謙
信 

Ｑ
＆
Ａ

第
７
章

Ｑ
１　

上
杉
謙
信
っ
て
い
つ
頃
の
人
で
す
か
。

　

Ａ
：
戦
国
時
代
中
ご
ろ
に
活
躍
し
ま
し
た
。

Ｑ
２　

上
杉
謙
信
っ
て
ど
ん
な
人
生
を
送
っ
た
の
で
す
か
。

　

Ａ
：
上
杉
謙
信
は
府ふ
な
い内
（
直な
お
え
つ

江
津
）
の
荒あ
ら
か
わ川
河か

口こ
う

付ふ
き
ん近
の
屋
敷
、
長な
が
お尾
居き
ょ

館か
ん

（
荒あ
ら
か
わ
だ
て

川
館
）
で
生

ま
れ
ま
し
た
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
兄
は
晴は
る
か
げ景
（
守し
ゅ
ご
だ
い

護
代
）、
姉
は
仙せ
ん
と
う洞
院い
ん

（
長な
が
お尾

政ま
さ
か
げ景
の
夫
人
、
上
杉
景
勝
の
母
）
の
三
人
兄
弟
の
末
っ
子
で
し
た
。
そ
の
人
生
を
簡
単
に
ま

戦
国
時
代

初し
ょ　

期き

中ち
ゅ
う
　

期き

後こ
う　

期き

越え
ち
ご後

長な
が

尾お

為た
め
か
げ景

長
尾
景か
げ
と
ら虎
（
上
杉
謙
信
）

上
杉
景か
げ
か
つ勝

日
本

北ほ
う
じ
ょ
う
そ
う
う
ん

条
早
雲

武た
け
だ
し
ん
げ
ん

田
信
玄　

織お

だ田
信の
ぶ
な
が長

豊と
よ
と
み
ひ
で
よ
し

臣
秀
吉　

徳と
く
が
わ
い
え
や
す

川
家
康
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と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

府ふ

内な
い

（
直な
お

江え

つ津
）

栃と
ち

尾お

城じ
ょ
う（
栃
尾
） 

 

春か
す
が
や
ま
じ
ょ
う

日
山
城
（
上
じ
ょ
う
え
つ越
） 

５
歳
ま
で
（
５
年
間
）

直
江
津
の
長
尾
居き
ょ

館か
ん
で
育
つ

13
～
18
歳
（
６
年
間
）

（
中
学
１
年
）
～
（
高
校
３
年
） 

19
～
48
歳

高た
か

田だ

・
林り
ん
せ
ん泉
寺じ

６
～
12
歳
（
７
年
間
）

修
行
と
勉
学
に
励
む

蒲か
ん
ば
ら
ぐ
ん

原
郡
、
刈か
り

羽わ

郡
、
三さ
ん
と
う島
郡

古こ

し志
郡
の
４
郡
の
郡ぐ
ん

司じ　

栃

尾
城
に
お
い
て
初う
い
じ
ん陣
、
越
後

を
制せ
い

覇は

、
瑞ず
い
り
ん麟
寺じ

に
て
「
義ぎ

」

の
心
を
悟さ
と

る

越
後
守
護
代
・
越
後
守
護

（
国こ

く
し
ゅ主
）　

関か
ん
と
う
か
ん
れ
い

東
管
領

越
後
を
統と
う
い
つ一

上じ
ょ
う
ら
く洛
（
京き
ょ
う
と都
に
登の
ぼ

る
）

参さ
ん
だ
い内
、
川か
わ
な
か
じ
ま

中
島
合か
っ
せ
ん戦　

関か
ん
と
う東
・
北ほ
く
り
く陸
を
制せ
い

覇は　
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上杉謙信  Q&A上杉謙信  Q&A 第７章

Ｑ
３　

謙
信
に
は
い
ろ
い
ろ
の
名
前
が
あ
る
よ
う
で
す
が
。
教お
し

え
て
く
だ
さ
い
。

　

Ａ
名み
ょ
う
じ字
：
は
じ
め
長な
が
お尾
姓せ
い

で
し
た
が
、上う
え
す
ぎ杉
憲の
り
ま
さ政
か
ら
家か
と
く督
を
譲ゆ
ず

ら
れ
上う
え
す
ぎ杉
姓せ
い

と
な
り
ま
し
た
。

　

Ａ
名
前
：
基
本
的
に
は
幼
年
期
：
虎と
ら

千ち

よ代　

青
年
期
：
景
虎　

晩
年
：
上
杉
謙
信
で
す
が
、

そ
の
ほ
か
に
政ま
さ
と
ら虎
（
上
杉
憲
政
の
政
を
も
ら
う
）、
輝て
る
と
ら虎
（
足あ
し
か
が利
義よ
し
て
る輝
の
輝
を
も
ら

う
）、
ま
た
僧そ
う
め
い名
は 

宗そ
う

心し
ん

（
大だ
い
と
く
じ

徳
寺
に
て
参さ
ん
ぜ
ん禅
し
、
授さ
ず

け
ら
れ
る
）、
謙
信
（
高こ
う
や
さ
ん

野
山

の
宝ほ
う
と
う
じ
せ
い
い
ん

憧
寺
清
胤
よ
り
授
け
ら
れ
る
）。
な
お
、
上
杉
謙
信
を
名な

の乗
っ
た
の
は
41
歳
の
頃

か
ら
で
す
。

Ｑ
４　

謙
信
は
い
つ
頃
栃
尾
に
来
た
の
で
す
か
。

　

Ａ
：
天て
ん
ぶ
ん文
十
二
年
（
１
５
４
３
）、
謙け
ん
し
ん信
十
三
歳
の
と
き
で
す
。
今
で
い
え
ば
ま
だ
中
学
１
年

生
と
い
う
若
さ
で
し
た
。
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Ｑ
５　

栃
尾
に
派は

遣け
ん

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
な
ん
で
す
か
。

　

Ａ
：
中
ち
ゅ
う
え
つ越
と
下か
え
つ越
地ち
ほ
う方
の
治
安
が
す
ぐ
れ
な
い
た
め
に
、
守
護
代
の
長な
が

尾お

晴は
る

景か
げ

は
同ど
う
め
い盟
関か
ん
け
い係
に

あ
っ
た
栖す
よ
し吉
城じ
ょ
う
し
ゅ
主
、
古こ

し志
長な
が
お尾
氏し

に
弟
の
景か
げ
と
ら虎
を
養よ
う
し子
に
入い

れ
て
絆
き
ず
な
を
強
く
し
、
手
を
携
た
ず
さ
え

て
平へ
い
て
い定
し
て
い
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。

Ｑ
６　

景
虎
の
権
限
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
か
。

　

Ａ
：
直
接
の
名め
い
も
く目
は
古こ

し志
長な
が
お尾
氏し

の
養よ
う
し子
と
し
て
で
し
た
が
、
そ
の
権け
ん
げ
ん限
は
古こ

し志
郡
・
蒲か
ん
ば
ら原
郡
・

三み
し
ま島
郡
・
刈か
り
わ
ぐ
ん

羽
郡
の
四
郡ぐ
ん

と
い
う
広
い
地
域
を
管か
ん
か
つ轄
す
る
司し
れ
い令
長ち
ょ
う
か
ん
官
（
郡ぐ
ん
じ司
）
で
あ
り
、
し

か
も
守し
ゅ
ご
だ
い

護
代
の
長な
が
お尾
晴は
る

景か
げ

の
名
み
ょ
う
だ
い代
と
い
う
、
守
護
代
に
つ
ぐ
強
い
権
限
で
し
た
。

Ｑ
７　

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
権
限
だ
っ
た
の
で
す
か
。

　

Ａ
：
こ
の
広
い
中
な
か
ご
お
り郡
に
お
い
て
行
政
と
警
察
権
を
兼
ね
た
権
限
で
す
。
景
虎
は
栃
尾
に
赴ふ
に
ん任
す

る
や
、
中
郡
を
管か
ん
か
つ轄
す
る
行
ぎ
ょ
う

政せ
い
ふ府
を
お
い
た
の
で
し
た
。
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上杉謙信  Q&A上杉謙信  Q&A 第７章

Ｑ
８　

な
ぜ
景
虎
は
栖す
よ
し吉
城じ
ょ
うで
は
な
く
栃
尾
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

Ａ
：
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
条
件
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　

①
古こ

し志
長な
が
お尾
氏し

の
養よ
う
し子
と
し
た
と
し
て
も
、
栖
吉
城
に
は
れ
っ
き
と
し
た
青
年
将し
ょ
う
こ
う
校
、
長な
が
お尾

景か
げ

信の
ぶ

が
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

　
　

②
地
理
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
要
件
を
備
え
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
〈
１
〉
蒲か
ん
ば
ら原
郡ぐ
ん

、
古こ
し
ぐ
ん

志
郡
、
魚う
お
ぬ
ま沼
郡ぐ
ん

の
越
後
と
会
津
を
結む
す

ぶ
交
通
の
要よ
う
し
ょ所
に
あ
る
。

　
　
　
〈
２
〉
栖す
よ
し吉
城じ
ょ
うと
友ゆ
う
ぐ
ん軍
の
三
さ
ん
じ
ょ
う
じ
ょ
う

条
城
と
を
結
ぶ
中
間
点
に
あ
り
、
異
常
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
対
応

で
き
た
。

　
　

③
栃
尾
は
四し
ほ
う方
を
山
に
囲
ま
れ
、
ま
た
栃
尾
城
は
天て
ん
ね
ん然
の
要よ
う
が
い害
に
守
ら
れ
た
難な
ん
こ
う
ふ
ら
く

攻
不
落
の
城

で
あ
る
。
栖
吉
城
に
つ
ぐ
古こ

し志
長な
が
お尾
氏し

の
拠き
ょ
て
ん点
で
あ
っ
た
。

Ｑ
９　

栃
尾
に
在
ざ
い
じ
ょ
う城
、
六
年
間
の
謙
信
の
大
き
な
業
ぎ
ょ
う
せ
き績
は
な
ん
で
す
か
。

　

Ａ
：
①
謙
信
が
ま
だ
十
三
歳
と
い
う
少
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
方ほ
う
ぼ
う々

か
ら
敵
が
戦
い
く
さ
を
仕し

か掛
け
て
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き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
敵
を
こ
と
ご
と
く
倒
し
ま
し
た
。

　
　

②
政せ
い
さ
く策
を
実
行
に
移
し
て
い
き
ま
し
た
。た
と
え
ば
三
さ
ん
じ
ょ
う条
の
本ほ
ん
じ
ょ
う
じ

成
寺
の
寺じ
り
ょ
う領
を
安あ
ん
ど堵
し
た
り
、

平た
い
らに
あ
っ
た
山や
ま
ぶ
し伏
の
守す
も
ん門
大だ
い
み
ょ
う
じ
ん

明
神
に
名な

ぎ

の
木
野
の
地ち

を
寄き
し
ん進
し
た
こ
と
な
ど
で
す
。

　
　

③
黒く
ろ
だ田
和い
ず
み泉
守か
み

が
謀む
ほ
ん反
を
起
こ
し
た
の
で
こ
れ
を
鎮ち
ん
あ
つ圧
し
ま
し
た
。

　
　

④
宮み
や
ざ
わ沢
の
瑞ず
い
り
ん麟
寺じ

に
お
い
て
修
し
ゅ
ぎ
ょ
う行
、「
義ぎ

」
の
精
神
を
大だ
い
ご悟
し
、
聖
せ
い
し
ょ
う将
と
称
し
ょ
う
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

Ｑ
10　

謙
信
の
初う
い
じ
ん陣
は
い
つ
頃
で
し
た
か
。

　

Ａ
：
上
杉
謙
信
は
林り
ん
せ
ん
じ

泉
寺
で
修
行
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
幼よ
う

時じ

か
ら
わ
き
ま
え
が
な
か
っ
た

の
で
」
と
い
う
よ
う
に
、
全
ま
っ
た
く
戦
争
や
兵へ
い
ほ
う法
、
武
器
の
あ
つ
か
い
な
ど
は
知
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
栃
尾
城
に
き
て
か
ら
「
ね
ん
ご
ろ
に
弓
き
ゅ
う
せ
ん箭
（
い
く
さ
の
こ
と
）
の
わ
ざ
を
う
け
」
と

指し
ど
う導
を
受
け
た
の
で
し
た
。
し
か
も
、最さ
い
し
ょ初
の
一
年
は
仏
教
（
人
を
殺
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
）

の
戒か
い
り
つ律
と
戦
争
に
出
れ
ば
敵
を
倒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛む
じ
ゅ
ん盾
と
葛か
っ
と
う藤
の
克こ
く
ふ
く服
の
た

め
に
厳き
び

し
い
修
行
を
瑞
麟
寺
で
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
葛
藤
が
克
服
さ
れ
た
あ
と
に
、
戦
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争
の
指し

き揮
を
と
る
訓く
ん
れ
ん練
に
は
い
っ
た
の
で
す
。
結
け
っ
き
ょ
く局
、
一
年
後
の
十
四
歳
の
と
き
に
初う
い
じ
ん陣
し

た
と
い
わ
れ
て
ま
す
。

　
　
　

鎧
よ
ろ
い
に
身
を
固
め
て
右
手
に
軍ぐ
ん
ば
い配
、
左
手
に
数じ
ゅ
ず珠
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
誰
も
が
目
に
し
た
こ

と
の
な
い
、
息
を
飲
む
よ
う
な
凛り

り々

し
い
出い

で
立
ち
は
、
周
囲
を
圧あ
っ
と
う倒
し
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。そ
し
て
、戦
場
を
駆か

け
巡め
ぐ

る
姿
は
、百
回
も
の
戦
争
に
出
て
戦
の
鬼
と
い
わ
れ
た
父
、

為た
め

景か
げ

譲ゆ
ず

り
の
、
ま
さ
に
麒き
り
ん
じ

麟
児
の
よ
う
な
気き
は
く迫
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。

Ｑ
11　

指
導
し
た
本
ほ
ん
じ
ょ
う庄
実さ
ね

乃よ
り

っ
て
ど
ん
な
人
で
す
か
。

　

Ａ
：
謙
信
を
終し
ゅ
う
し始
補ほ

さ佐
を
し
、
指
導
し
た
の
は
本
ほ
ん
じ
ょ
う
し
ん
ざ
え
も
ん
の
じ
ょ
う
さ
ね
よ
り

庄
新
左
衛
門
尉
実
乃
で
し
た
。
年
齢
は
景か
げ
と
ら虎

よ
り
も
三
十
二
歳
ほ
ど
上
で
、
ほ
ぼ
父お
や

子こ

の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
軍ぐ
ん
し師
と
し

て
優
れ
た
才
能
を
も
ち
、
あ
わ
せ
て
民み
ん
せ
い政
、
外が
い
こ
う交
に
も
卓た
く
え
つ越
し
た
手し
ゅ
わ
ん腕
を
も
っ
た
有ゆ
う
の
う能
な
武ぶ

将し
ょ
うで
し
た
。
謙
信
と
実
乃
の
そ
の
名め
い

コ
ン
ビ
ぶ
り
は
、
そ
の
後
の
上
杉
景か
げ
か
つ勝
と
直な
お
え江
兼か
ね
つ
ぐ続
の

コ
ン
ビ
と
ま
さ
に
そ
っ
く
り
の
息い
き

の
あ
っ
た
主
し
ゅ
じ
ゅ
う従
で
し
た
。
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Ｑ
12　

一
生
の
間
に
ど
の
く
ら
い
の
戦
争
に
で
た
の
で
す
か
。

　

Ａ
：
謙
信
は
生し
ょ
う
が
い涯
に
約や
く

七
十
余よ

度ど

と
い
う
当
時
と
し
て
は
最
も
多
く
の
戦
争
を
体
験
し
た

「
激げ
き
せ
ん戦
の
武ぶ
し
ょ
う将
」で
し
た
。越
後（
新
潟
県
）の
平へ
い
て
い定
に
七
回
、関か
ん
と
う東
出し
ゅ
っ
ぺ
い
兵
は
実じ
つ

に
三
十
七
回
、

北ほ
く
り
く陸
十
九
回
で
す
。と
こ
ろ
が
信し
な
の濃
へ
の
出
し
ゅ
っ
ぺ
い兵
は
わ
ず
か
七
回
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
　

そ
の
結
果
、四
十
三
勝
二
敗
、二
十
五
引
き
分
け
、勝
し
ょ
う
り
つ率

95
㌫
と
い
う
す
ご
い
も
の
で
し
た
。

Ｑ
13　

上
杉
謙
信
が
栃
尾
城
に
在
ざ
い
じ
ょ
う
ち
ゅ
う

城
中
、深
く
関
係
し
た
砦
と
り
でや
寺じ
し
ゃ社
、人じ
ん
ぶ
つ物
な
ど
は
ど
う
で
す
か
。

　

Ａ
：
栃
尾
城
、
大お
お
の野
の
城
じ
ょ
う
か
ん館
な
ど
栃
尾
城
を
取
り
巻
く
二
十
も
の
山や
ま
じ
ろ城
（
砦
と
り
で
）
が
各
地
に
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
瑞ず
い
り
ん麟
寺じ

・
守す
も
ん門
大だ
い
み
ょ
う
じ
ん

明
神
・
蔵ざ
お
う王
権ご
ん
げ
ん現
（
楡に
れ
ば
ら原
）、
本
庄
実さ
ね
よ
り乃
・
本
庄
秀ひ
で
つ
な綱
な

ど
が
知し

ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ
14　

謙
信
は
栃
尾
の
お
祭
り
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
。

　

Ａ
：
栃
尾
の
昔
か
ら
の
大
き
な
祭
り
は
、
秋
葉
大
権
現
祭
（
諏す

わ訪
神じ
ん
じ
ゃ社
春し
ゅ
ん
き季
大た
い
さ
い祭
）
と
馬
市
の
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二
つ
で
す
。

　
　
　

上
杉
謙
信
は
栃
尾
に
常じ
ょ
う
あ
ん
じ

安
寺
を
創そ
う
け
ん建
す
る
に
あ
た
り
、
す
で
に
荒こ
う
は
い廃
し
て
い
た
楡
原
の

蔵ざ
お
う王
権ご
ん
げ
ん現
の
境け
い
だ
い内
に
あ
っ
た
、
秋あ
き
ば葉
三さ
ん
し
ゃ
く尺
坊ぼ
う

を
祭
っ
た
社し
ゃ
で
ん殿
、「
般は
ん
に
ゃ若
院い
ん

」
と
そ
の
社
し
ゃ
り
ょ
う領
を

常
安
寺
に
寄き
し
ん進
、
後
に
「
般
若
院
」
は
秋あ
き
ば
さ
ん

葉
山
に
移い
て
ん転
さ
れ
、
秋
葉
三
尺
坊
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
秋
葉
三
尺
坊
の
祭
り
が
「
秋あ
き
ば葉
大だ
い

権ご
ん
げ
ん現
祭さ
い

」
で
、
現
在
の
諏す

わ訪
神じ
ん
じ
ゃ社
春し
ゅ
ん
き季
大た
い
さ
い祭
で
す
。

　
　
　

も
う
一ひ
と

つ
は
、
上
杉
謙
信
が
奨
し
ょ
う
れ
い励
し
て
盛
ん
と
な
っ
た
「
馬
市
」
で
す
。

Ｑ
15　

上
杉
謙
信
と
飯い
い
づ
な縄
権ご
ん
げ
ん現
と
の
関
係
は
？

　

Ａ
：
上
杉
謙
信
の
兜
か
ぶ
と
の
前ま
え
だ
て立
は
飯
縄
権
現
で
す
。
大
正
四
年
（
１
９
１
５
）
の
謙け
ん
し
ん信
公こ
う

祭さ
い

の
と

き
に
米よ
ね
ざ
わ沢
の
上う
え
す
ぎ杉
家け

よ
り
賜
た
ま
わ

っ
た
も
の
で
、
常
安
寺
が
管
理
を
し
て
い
ま
す
。
実
は
秋
葉
三

尺
坊
が
終
し
ゅ
う
せ
い生
、
信し
ん
こ
う仰
し
て
い
た
の
も
飯
縄
権
現
で
し
た
。

Ｑ
16　

栃
尾
に
お
け
る
上
杉
謙
信
の
伝
説
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。

　

Ａ
：
栃
尾
の
各
地
に
は
上
杉
謙
信
に
関
す
る
多
く
の
伝
説
や
遺い
せ
き蹟
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
多
く
は
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江え
ど
じ
だ
い

戸
時
代
に
出
し
ゅ
っ
ぱ
ん版
さ
れ
た
『
北ほ
く
え
つ越
太た
い
へ
い
き

平
記
』
な
ど
の
軍ぐ
ん
き記
本ぼ
ん

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。

　
　
　

た
と
え
ば
、
上
杉
謙
信
が
春
日
山
城
で
起お

こ
っ
た
反は
ん
ら
ん乱
に
よ
り
逃
げ
て
き
た
と
い
う
こ
と

や
、謙
信
が
敵
の
目
を
逃の
が

れ
て
身み

を
隠
し
た
大お
お
い
し石
や
吹ふ
き
だ
に谷
に
あ
る「
正
し
ょ
う
が
く覚
庵あ
ん

」な
ど
で
す
。「
正

覚
庵
」
は
母
の
虎と
ら
ご
ぜ
ん

御
前
が
晩ば
ん
ね
ん年
に
五
人
の
尼あ
ま

さ
ん
を
従
し
た
が
え
て
移う
つ

り
住す

み
、
こ
の
地
で
遷せ
ん
げ化
し

た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
ま
た
「
岩い
わ
く
ら倉
庵あ
ん

」
は
菅
畑
に
あ
り
、
門も
ん

察さ
つ

和お
し
ょ
う尚
が
修
し
ゅ
ぎ
ょ
う行
し
た
場
所
と

い
わ
れ
、
門
察
和
尚
が
座ざ
ぜ
ん禅
を
組
ん
だ
と
い
う
石
が
残
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
17　

上
杉
謙
信
は
ど
の
よ
う
な
容よ
う
ぼ
う貌
（
か
お
か
た
ち
）
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

Ａ
：
吉き
っ
か
わ川
元も
と
は
る春
の
使
者
、
佐さ

さ

き
々
木
定さ
だ
つ
ね経
が
春か
す
が
や
ま

日
山
で
謙
信
と
対た
い
め
ん面
し
た
と
き
、
謙
信
は
読ど
き
ょ
う経
中ち
ゅ
う

で
し
た
が
、
壇
だ
ん
じ
ょ
う上
か
ら
山や
ま
ぶ
し伏
の
姿
す
が
た
で
、
太た

ち刀
を
し
っ
か
り
と
腰こ
し

に
さ
し
て
現
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
姿
を
見
た
と
き
、
音
に
聞
こ
え
た
「
大お
お
み
ね峰
の
五ご

き鬼
、
葛か
つ
ら
ぎ城
の
大お
お

天て
ん
ぐ狗
」
を
想
像
さ
せ
、

身
の
毛
も
よ
だ
つ
思
い
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
威い
ふ
う
ど
う
ど
う

風
堂
々
と
し
た
、
高こ
う

貴き

で
、
神し
ん
ぶ
つ仏

が
乗の

り
移う
つ

っ
た
か
の
よ
う
な
近ち
か
よ寄
り
が
た
い
姿
す
が
た
で
、
ま
さ
に
大
天
狗
に
見
え
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
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