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浪
岡
城
物
語

―
浪
岡
城
の
謎
を
紐
解
く
―
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序
　
章

　

浪
岡
城
は
、
武
田
信
玄
や
上
杉
謙
信
な
ど
の
武
将
た
ち
が
活
躍
し
た
「
戦
国
時

代
」
、
16
世
紀
の
半
ば
に
お
い
て
、
浪
岡
周
辺
、
北
津
軽
、
そ
し
て
外

そ
と
の
は
ま

浜
の
北
半

部
に
勢
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
浪
岡
北
畠
氏
の
居
城
で
す
。

　

浪
岡
北
畠
氏
の
先
祖
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
南
北
朝
時
代
に
南
朝
方

と
し
て
活
躍
し
た
公く

ぎ
ょ
う卿

、
北
畠
親ち

か
ふ
さ房

の
子
孫
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

親
房
の
長
男
顕あ

き
い
え家

は
、
後
に
袂

た
も
と

を
分
か
っ
て
室
町
幕
府
を
創
設
し
た
足あ

し
か
が利

尊た
か

氏う
じ

が
最
も
恐
れ
た
武
将
と
言
わ
れ
て
お
り
、
親
房
と
顕
家
親
子
は
、
今
日
で
も
多
く

の
書
物
や
小
説
、
ド
ラ
マ
に
取
り
上
げ
ら
れ
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
福
島
県
に
あ

る
霊

り
ょ
う
ぜ
ん

山
神
社
や
三
重
県
の
北
畠
神
社
は
、
北
畠
親
房
親
子
を
祀
っ
て
お
り
、
浪
岡

地
区
で
は
、
顕
家
の
子
孫
と
浪
岡
城
を
結
び
付
け
て
「
浪
岡
北
畠
ま
つ
り
」
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
浪
岡
北
畠
氏
は
、
「
浪な

み
お
か岡

御ご

し

ょ所
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と

言
い
ま
す
。
「
御
所
」
と
は
、
天
皇
の
ご
在
所
を
指
す
言
葉
で
す
が
、
室
町
時
代

に
な
る
と
「
花
の
御
所
」
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
室
町
将
軍
に
対
し
て
も
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
適
用
例
は
広
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
奥
羽
地
域
に
お
い

て
は
、
室
町
幕
府
に
よ
る
支
配
の
要
と
さ
れ
た
特
定
の
足
利
一
族
の
ほ
か
、
こ
の

浪
岡
北
畠
氏
に
「
御
所
」
号
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
天

て
ん
し
ょ
う

正
6
年
（
１
５
７
８
）
7
月
、
浪
岡
城
は
大お

お
う
ら浦

為た
め

信の
ぶ

に
攻
撃
さ
れ
、

浪
岡
御
所
・
北
畠
顕あ

き

村む
ら

は
自
害
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
天
正
10
年

（
１
５
８
２
）
頃
、為
信
は
、
元げ

ん

き亀
2
年
（
１
５
７
１
）
に
津
軽
独
立
を
目
指
し
て
、

南
部
宗そ

う

け家
で
あ
る
三
戸
南
部
氏
に
対
し
反
旗
を

翻
ひ
る
が
え
しし

ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
獲
得

し
た
南
津
軽
の
各
地
を
返
還
し
て
降
伏
し
た
た
め
、
浪
岡
城
は
南
部
信の

ぶ

直な
お

の
手
に

渡
り
、
信
直
は
、
こ
こ
に
津
軽
郡
代
と
し
て
政ま

さ
の
ぶ信

を
派
遣
し
た
と
い
う
見
解
も
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

戦国時代に活躍した武将たち

上杉謙信

武田信玄
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
浦
為
信
に
よ
る
津
軽
独
立
が
成
っ
た
後
は
、
城
館
の
機

能
を
失
い
、
江
戸
時
代
に
は
田
畑
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
浪
岡
城
跡
は
、
昭
和
15
年
（
１
９
４
０
）
2
月
10
日
に
青
森
県
初
の

国
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
平
成
29
年
（
２
０
１
７
）
4
月
6
日
に
は
「
続
日
本
100
名

城
」
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

日
本
の
名
城
と
し
て
認
め
ら
れ
た
浪
岡
城
で
す
が
、
こ
の
城
が
い
つ
、
ど
ん
な

理
由
で
築
か
れ
た
の
か
、
ま
た
、
北
畠
親
房
の
子
孫
が
い
つ
浪
岡
に
入
部
し
た
の

か
な
ど
、
浪
岡
城
と
浪
岡
北
畠
氏
は
、
数
多
く
の
謎
に
包
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
現
在
で
は
浪
岡
城
跡
の
調
査
研
究
が
進
み
、
ま
た
、
浪
岡
北
畠
氏
に
つ
い

て
も
文
献
史
料
な
ど
か
ら
の
分
析
が
進
展
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
成
果
を
も
と
に
、
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
浪
岡
城
と
浪
岡

北
畠
氏
の
謎
を
少
し
ず
つ
紐
解
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

現代の浪岡城跡と桜（上空から）
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第
一
章
　
謎
の
名
族
・
浪
岡
北
畠
氏

浪
岡
北
畠
氏
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
浪
岡
御
所
の
元
に
代
々
保
存
さ
れ
て
い
た

は
ず
の
重
要
な
相
伝
史
料
の
大
部
分
が
、
浪
岡
落
城
な
ど
の
戦
乱
の
中
で
散
失
し

て
し
ま
い
、
弘
前
藩
に
持
ち
出
さ
れ
た
史
料
も
、
高
岡
城
（
現
在
の
弘
前
城
）
天

守
の
落
雷
の
際
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
浪
岡

北
畠
氏
の
先
祖
は
、
親
房
の
嫡
子
・
北
畠
顕
家
の
子
孫
と
す
る
も
の
や
、
顕
家
の

弟
・
北
畠
顕あ

き

信の
ぶ

の
子
孫
と
す
る
な
ど
実
に
多
様
で
あ
り
、
ど
れ
が
正
し
い
の
か
は

っ
き
り
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
諸
系
図
で
一
致
す
る
の
は
、
北
畠
親
房
の
子
孫
で
あ

る
と
い
う
点
で
す
が
、
そ
れ
を
実
証
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

浪
岡
北
畠
氏
の
先
祖
と
言
わ
れ
る
北
畠
親
房
か
ら
浪
岡
北
畠
氏
の
浪
岡
入
部
ま

で
に
つ
い
て
、
現
在
ま
で
に
わ
か
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

北
畠
親
房
は
、
村
上
天
皇
の
子
孫
と
な
る
公く

ぎ
ょ
う卿

で
、
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南
北

朝
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
、
南
朝
の
正
統
性
を
主
張
し
た
『
神じ

ん
の
う皇

正し
ょ
う
と
う
き

統
記
』
を
記

し
ま
し
た
。
そ
の
子
ど
も
に
は
、
長
男
の
北
畠
顕
家
や
、
伊い

せ勢
国こ

く

し

け

司
家
の
祖
と
な

っ
た
三
男
の
北
畠
顕あ

き

能よ
し

な
ど
が
い
ま
す
。

元げ
ん
こ
う弘

3
年
（
１
３
３
３
）
5
月
、
鎌
倉
幕
府
は
終
焉
を
迎
え
ま
し
た
。
し
か
し
、

幕
府
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
北
条
氏
嫡
流
で
あ
る
得と

く
そ
う宗

高た
か
と
き時

の
弟
・
泰や

す

時と
き

ら
は
、

陸む
つ
の
く
に

奥
国
へ
逃
げ
延
び
る
な
ど
、
東
北
地
方
で
は
、
北
条
氏
残
党
の
勢
力
が
し
ば
ら

く
活
動
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
配は

い

る流
先
の
隠お

き岐
を
脱
出
し
た
後

醍
醐
天
皇
は
、
幕
府
が
滅
ん
だ
こ
と
を
知
っ
て
京
都
に
戻
り
、
新
た
な
政
治
を
始

め
ま
し
た
（
建け

ん

む武
の
新し

ん
せ
い政

）
。

同
年
8
月
5
日
、
北
畠
顕
家
は
、
後
醍
醐
天
皇
か
ら
陸む

つ

の奥
守か

み

に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
東
北
地
方
に
勢
力
を
拡
大
し
つ
つ
あ
る
足
利
尊
氏
に
対
抗
す
る
動
き
で
、

護も
り
よ
し良

親
王
を
奉
じ
て
、
親
房
と
と
も
に
陸
奥
に
向
け
て
出

し
ゅ
っ
た
つ

立
し
ま
し
た
。
陸む

つ奥

後醍醐天皇と北畠氏

後醍醐天皇 北畠顕家 北畠親房
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国こ

く

ふ府
の
多
賀
城
（
宮
城
県
）
に
到
着
し
た
顕
家
ら
は
、
こ
こ
を
拠
点
に
、
奥
州
を

掌
握
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　

津
軽
地
域
で
は
、
旧
幕
府
方
の
勢
力
に
よ
る
後
醍
醐
天
皇
の
建け

ん

む武
政せ

い
け
ん権

へ
の
抵

抗
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
顕
家
は
、
各
地
の
有
力
武
士
を
津
軽
に

派
遣
し
、
翌
年
に
か
け
て
戦
乱
は
収
束
に
向
か
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
顕
家
は
、
後
醍
醐
天
皇
に
反
旗
を
翻
し
た
足
利
尊
氏
と
の
合
戦
に
よ

り
、
建
武
５
年
（
１
３
３
８
）
に
和い

ず
み
の泉

国く
に

で
戦
死
し
、
さ
ら
に
文ぶ

ん

な和
3
年
（
１
３

５
４
）
に
親
房
が
大や

ま
と
の
く
に

和
国
で
没
し
た
後
、
南
朝
は
、
事
実
上
北
朝
に
敗
北
し
ま
す
。

こ
の
時
、
津
軽
地
域
で
は
、
南
朝
方
の
南
部
氏
と
、
十と

さ

み三
湊な

と

を
拠
点
と
し
て
い
た

安
藤
（
安
東
）
氏
と
の
対
立
が
深
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

15
世
紀
半
ば
、
南
部
氏
に
十
三
湊
を
攻
め
ら
れ
た
下

し
も
の
く
に

国
安
藤
氏
は
、
夷

え
ぞ
が
し
ま

島
（
北

海
道
）
に
逃
れ
、
そ
の
後
、
南
部
氏
か
ら
津
軽
を
奪
回
し
よ
う
と
試
み
ま
す
が
、

文ぶ
ん
め
い明

2
年
（
１
４
７
０
）
を
最
後
に
断
念
し
、
明め

い
お
う応

4
年
（
１
４
９
５
）
に
檜ひ

山や
ま

城
（
秋
田
県
）
を
築
い
て
本
拠
と
し
ま
す
。
こ
の
下
国
安
藤
氏
の
方
針
転
換
の
も

と
、
室
町
幕
府
の
仲
介
に
よ
り
、
事
実
上
の
南
部
・
安
藤
両
氏
の
講
和
が
な
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
夷
島
の
支
配
権
を
あ
ら
た
め
て
安
藤
氏
に
ゆ
だ

ね
る
代
わ
り
に
、
下
北
や
津
軽
内
陸
部
な
ど
の
旧
安
藤
領
に
対
す
る
支
配
を
南
部

氏
に
認
め
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
、
両
者
の
緩
衝
勢
力
と
し

て
、
浪
岡
北
畠
氏
に
北
津
軽
及
び
外

そ
と
の
は
ま

浜
北
半
部
の
支
配
を
ゆ
だ
ね
る
措
置
が
と
ら

れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
浪
岡
北
畠
氏
が
浪
岡
に
入
部
し
た
の
は
、
こ
の
時
期
だ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

浪岡北畠氏の浪岡入部の様子
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第
二
章
　
交
通
の
要
衝
・
浪
岡

　

浪
岡
地
域
の
伝
承
に
よ
る
と
、
浪
岡
北
畠
氏
は
、
浪
岡
城
に
入
る
前
に
吉き

ち
な
い内

地

区
に
居
を
構
え
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
。
実
際
、
吉
内
地
区
か
ら
は
、
14
～
15
世
紀

頃
と
思
わ
れ
る
陶
磁
器
が
出
土
し
て
お
り
、
ま
た
、
吉
内
の
丘
陵
地
に
は
、
現
在

で
も
五ご

り
ん
と
う

輪
塔
の
残ざ

ん
け
つ欠

が
存
在
し
、
市
指
定
文
化
財
で
あ
る
伝
北
畠
氏
墓
所
の
二
か

所
は
、
吉
内
集
落
の
西
側
に
広
が
る
田た

ん

ぼ圃
の
中
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
伝

北
畠
氏
墓
所
（
一
）が
あ
る
場
所
に
は
、「
五ご

り

ん倫
」と
い
う
小
字
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
浪
岡
城
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
浪
岡
北
畠
氏
入
部
以
前
の
遺
物
や

堀
跡
も
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
12
世
紀
後
半
の
浪
岡
城
跡
の
出
土
品
が
、
岩
手
県
・

平
泉
遺
跡
群
の
組
成
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奥
州
藤
原
氏
と
関
連
す
る
豪

族
の
「
館た

ち

」
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

平
泉
か
ら
外
浜
地
域
ま
で
延
び
る
「
奥お

く

大だ
い
ど
う道

」（
陸
奥
を
通
る
中
世
の
幹
線
道
路
）

の
ル
ー
ト
を
考
え
る
な
か
で
、
浪
岡
城
は
、
中
継
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
み

ら
れ
、
浪
岡
北
畠
氏
が
こ
の
場
所
を
選
び
居
城
と
し
た
の
は
、
津
軽
平
野
、
さ
ら

に
は
外
浜
方
面
へ
の
交
通
の
要
の
地
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
言
う
と
、
浪
岡
城
周
辺
に
は
、
津
軽
と
陸
奥
湾
を
結
ぶ
「
大ま

め

さ

か

豆
坂
街
道
」

や
浪
岡
と
十
三
湊
を
結
ぶ
「
下し

も

の之
切き

り

通
り
」
、
大
鰐
か
ら
黒
石
を
通
り
浪
岡
ま
で

伸
び
る
「
乳に

ゅ
う
い井

通
り
」
や
「
羽う

し
ゅ
う州

街
道
」
な
ど
が
走
っ
て
お
り
（
※
）
、
浪
岡
城
は
、

各
街
道
の
結
節
地
点
付
近
に
築
城
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
街か

い

道ど
う
す
じ筋

に
は
、
浪
岡
城
と
関
連
す
る
中
世
城
館
が
あ
り
、
浪
岡
城
は
、
ヒ
ト
・
モ
ノ
の
流

れ
の
拠
点
＝
地
域
の
要
衝
と
し
て
の
役
割
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
浪
岡
城
は
、
夷

え
ぞ
が
し
ま

島
（
北
海
道
）
と
の
交
易
に
お
い
て
も
利
便
性
の
高
い

場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
夷
島
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
鮭
や
ア
ザ
ラ
シ
・
ラ
ッ

コ
の
皮
な
ど
の
交
易
品
は
、
日
本
各
地
で
貴
重
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。

浪岡城周辺の街道と関連城館 （※）各街道は近世の名称

十三湖

荒川西 東

南

北

陸奥湾

浪岡城

金木館

原子館

川原館
源常館

北畠館

吉内館

本郷館

高田城

横内城

大釈迦館

八甲田連峰

梵珠山

大豆坂街道

乳井通り

広峰神社
西光院

白山神社

強清水館

油川城

王余魚沢館

下
之
切
通
り

玄
徳
寺

八
幡
宮

加
茂
神
社

羽
州
街
道

妙
見
堂

元
光
寺
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第
三
章
　
浪
岡
城
跡
の
位
置
と
構
造

　
　
　
　

　

浪
岡
城
跡
は
、
東
側
か
ら
傾
斜
す
る
扇
状
地
の
突と

っ
た
ん
ぶ

端
部
に
あ
っ
て
、
浪
岡
川
の

北
岸
に
分
布
す
る
段
丘
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
標
高
は
36
～
40
ｍ
で
、
崖が

い

か下
を
流

れ
る
浪
岡
川
の
河か

し
ょ
う床

と
は
5
～
6
ｍ
の
比
高
差
が
あ
る
た
め
、
河
川
の
氾は

ん
ら
ん濫

原げ
ん

を

堀
と
し
て
活
用
し
、
段
丘
上
の
平ひ

ら

ば場
を
区
画
す
る
形
式
で
構
築
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
城
跡
は
、
東
西
に
９
４
０
ｍ
、
南
北
に
２
４
５
ｍ
と
、
東
西
に
細
長
い
城

館
を
形
成
し
て
お
り
、
東
側
か
ら
新し

ん
だ
て館

・
東

ひ
が
し
だ
て

館
・
猿さ

る
が
く
だ
て

楽
館
・
北き

た
だ
て館

・
内う

ち
だ
て館

・
西に

し
だ
て館

・

検け
ん
ぎ
ょ
う
だ
て

校
館
、
さ
ら
に
は
大
豆
坂
街
道
沿
い
の
無む

め

い名
の
館た

て

か
ら
構
成
さ
れ
る
、
8
か
所
の

独
立
し
た
平
場
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
幅
約
20
ｍ
の
堀
な
ど
で
区
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

史
跡
指
定
地
は
、
約
１
３
万
６
３
０
０
㎡
に
及
び
、
東
側
に
は
加
茂
神
社
、
西
側

に
は
八
幡
宮
の
神
社
領
域
が
存
在
し
ま
す
。
ま
た
、
加
茂
神
社
に
近
接
す
る
街
道
筋

に
は
七な

ぬ

か日
町ま

ち

と
い
う
地
名
が
残
る
な
ど
、
城
下
町
も
存
在
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

追お
う
て
も
ん

手
門
な
ど
は
未
だ
に
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
北
館
の
西
側
で
は
、
敵
か

ら
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
、
出
入
口
部
分
を
屈
折
し
た
枡

ま
す
が
た
じ
ょ
う

形
状
に
構
築
し
、
門
を
配

置
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
西
館
の
南
東
部
か
ら
は
、
橋

き
ょ
う
き
ゃ
く
あ
と

脚
跡

も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

浪
岡
城
跡
の
特
徴
と
し
て
二
重
堀
・
三
重
堀
が
あ
り
、
こ
れ
は
堀
の
中
央
を
掘

り
残
し
て
い
る
も
の
で
、
中な

か
ど
る
い

土
塁
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
土
塁
は
、
敵
が

侵
入
し
た
際
に
、
中
土
塁
を
通
る
敵
を
周
囲
の
館
か
ら
狙
い
撃
ち
に
出
来
る
な
ど
、

防
御
に
適
し
た
施
設
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
城
内
の
通
路
と
し
て
も
使
用
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

堀
は
、
現
在
の
地
表
面
よ
り
も
2
ｍ
程
度
深
く
、
敵
が
落
ち
る
と
登
り
づ
ら
く

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
堀
に
は
、
流
水
路
を
管
理
し
、
水
量
を
調
節
し
た
と
さ

れ
る
遺
構
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
当
時
は
水
堀
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

往事の浪岡城
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第
四
章
　
城
主
の
居
館

　

浪
岡
城
跡
か
ら
検
出
さ
れ
た
遺
構
は
、
掘

ほ
っ
た
て
ば
し
ら

立
柱
建
物
跡
と
竪た

て
あ
な穴

建
物
跡
、
そ
し

て
井
戸
跡
が
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
お
り
、
屋
敷
単
位
の
集
合
体
で
あ
る
こ
と
が

大
き
な
特
色
で
す
。

　

浪
岡
城
跡
の
う
ち
、
全
域
を
発
掘
調
査
し
た
の
は
北
館
と
内
館
で
す
が
、
内
館

か
ら
発
掘
さ
れ
た
建
物
跡
の
一
つ
に
、
浪
岡
城
跡
で
も
唯
一
特
別
な
造
り
を
し
て

い
る
建
物
跡
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
礎
石
の
上
に
柱
が
立
て
ら
れ
た
礎そ

盤ば
ん
い
し石

建
物
跡
で
あ
り
、
こ
の
建
物

跡
の
発
掘
に
よ
り
、
内
館
は
、
城
主
の
居
館
や
政
庁
的
な
機
能
を
有
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
礎
盤
石
建
物
跡
の
部
屋
割
り
は
、
六ろ

く

ま間
二
室
、
九こ

こ
の
ま間

一
室
と
縁え

ん

・
入
口
が

想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
九
間
」と
呼
ば
れ
る
部
屋
は
、
三さ

ん
け
ん間

×
三
間
の
大
き
さ
で
、

武
家
住
宅
の
会
所
や
主
殿
に
使
わ
れ
、
対
面
座
敷
の
よ
う
な
機
能
を
有
す
る
こ
と

が
多
い
と
さ
れ
、
浪
岡
城
で
も
城
主
が
様
々
な
お
客
と
対
面
し
、
政
務
が
執
り
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
内
館
は
、
政
庁
的
な
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た

め
、
も
う
一
方
の
北
館
は
、
家
臣
団
等
の
武
家
屋
敷
が
存
在
し
た
と
想
定
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
内
館
及
び
北
館
は
、
鋳い

が

た型
・
坩る

つ

ぼ堝
・
羽は

口ぐ
ち

な
ど
の
鋳

ち
ゅ
う
ぞ
う

造
に
関
す
る
遺
物

も
出
土
し
て
お
り
、
鋳
造
を
生
業
と
す
る
職
人
・
工
人
が
、
城
主
や
武
家
と
と
も

に
起き

き

ょ居
し
て
い
た
居
住
空
間
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

九間での政務の様子
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第
五
章
　
浪
岡
城
で
の
暮
ら
し 

︱
北
館
の
発
掘
調
査
成
果
︱

　

北
館
に
は
、
東
西
に
走
る
区
画
道
路
の
南
北
に
屋
敷
割
が
見
ら
れ
、
15
世
紀
後

半
か
ら
16
世
紀
末
ま
で
の
各
時
期
に
お
い
て
、
屋
敷
割
の
変
化
を
確
認
で
き
ま
す
。

大
き
い
屋
敷
は
、
家
臣
の
中
で
も
譜ふ

だ

い代
的
家
臣
や
姻い

ん
せ
き戚

関
係
の
も
の
、
少
し
小
さ

く
な
っ
た
屋
敷
は
、
外と

様ざ
ま

的
家
臣
な
ど
後
か
ら
家
臣
と
な
っ
た
も
の
、
さ
ら
に
小

さ
い
屋
敷
は
、
職
人
・
工
人
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
き
な
屋
敷
の
脇
に
は
必
ず
井
戸
が
存
在
し
、
い
つ
で
も
水
を
使
え
る
よ
う
に

し
て
い
ま
し
た
。
浪
岡
城
は
、
東
側
か
ら
傾
斜
す
る
扇
状
地
の
突
端
部
に
あ
り
、

浪
岡
川
の
北
岸
、
地
下
水
が
豊
富
な
場
所
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
昔
の
人
々
は
、

水
脈
を
探
す
こ
と
な
ど
、
自
然
の
地
形
を
読
み
解
く
こ
と
に
非
常
に
長
け
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
井
戸
の
木
枠
は
、
ほ
と
ん
ど
が
ア
ス
ナ
ロ
ヒ
ノ
キ
（
ヒ
バ
）
を
使
用
し

て
い
ま
し
た
。
ア
ス
ナ
ロ
ヒ
ノ
キ
は
、
抗
菌
・
防
虫
・
消
臭
等
の
効
果
に
優
れ
、

古
く
か
ら
社
寺
仏
閣
の
建
材
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
現
在
は
高
級
木
材
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

発
掘
調
査
で
大
工
道
具
や
鋳
造
用
具
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
城
内
で
職
人
・

工
人
が
大
工
仕
事
や
鍛
冶
仕
事
な
ど
に
従
事
す
る
姿
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
鏡
や
耳
か
き
、
紅べ

に

皿ざ
ら

も
出
土
し
て
お
り
、
城
に
は
女
性
が
居
住
し
、
当

時
か
ら
化
粧
を
し
て
口
紅
も
つ
け
て
い
た
こ
と
、
針
や
鋏

は
さ
み

の
出
土
か
ら
裁
縫
を
し

て
い
た
こ
と
、
苧お

引ひ
き
が
ね金

の
出
土
か
ら
麻
や
苧

か
ら
む
しの

糸
生
産
等
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
馬
具
の
出
土
か
ら
馬
の
飼
育
を
し
て
い
る
人
や
、
宗
教
具
の
出
土

か
ら
密
教
的
な
祈
り
を
し
て
い
る
僧
侶
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
人
々
が
浪
岡
城
で
暮

ら
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

北館での暮らしの様子
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第
六
章
　
交
易
と
文
化

　

浪
岡
城
跡
の
出
土
品
の
中
に
は
、
中
国
製
青せ

い

じ磁
・
白は

く

じ磁
・
染そ

め
つ
け付

や
日
本
製
の

瀬せ

と戸
・
美み

の濃
な
ど
の
碗
や
皿
、
朝
鮮
の
焼
き
物
、
茶
の
湯
道
具
、
香
道
具
、
文
房

具
、
ア
イ
ヌ
の
ガ
ラ
ス
玉
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
当
時
か
ら
様
々
な
文
化
が

入
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

浪
岡
城
跡
で
発
掘
さ
れ
た
茶ち

ゃ
つ
ぼ壷

や
天て

ん
も
く目

茶
碗
な
ど
は
、
15
～
16
世
紀
の
京
都
を

中
心
に
流
行
し
て
い
た
茶
の
湯
の
文
化
が
、
同
時
期
の
浪
岡
城
内
に
も
浸
透
し
て

い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
内
館
で
は
日
常
的
に
お
茶
を
点
て
て

い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
遺
物
は
、
同
時
代
の
城
館
で
あ
る
尻し

り
は
ち
だ
て

八
館
・

根ね
じ
ょ
う城

・
聖し

ょ

寿う
じ
ゅ
じ
だ
て

寺
館
・
種

た
ね
さ
と
じ
ょ
う

里
城
な
ど
で
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

京
都
の
公
家
で
あ
る
山や

ま
し
な科

言と
き

継つ
ぐ

の
日
記
『
言と

き

継つ
ぐ

卿き
ょ
う
き記

』
の
天
文
21
年
（
１
５
５
２
）

4
月
2
日
条
に
、
言
継
は
、
浪
岡
北
畠
氏
に
送
る
書
状
を
調

と
と
の

え
、
そ
れ
に
「
御
礼
」

と
し
て
茶
壷
を
添
え
て
贈
答
し
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
浪
岡
城
跡
か
ら
出
土
し
た

茶
壷
の
中
に
は
、
山
科
言
継
か
ら
贈
ら
れ
た
物
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

茶
の
湯
に
関
わ
る
逸
話
と
し
て
、
平ひ

ら

お

ろ

せ

ん

尾
魯
仙
著
の
『
合が

っ

浦ぽ

奇き

だ

ん談
』
に
は
、
天て

ん
ぽ
う保

年

間
（
１
８
３
０ 

―
４
４
）
に
浪
岡
城
跡
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
茶
釜
を
炉
に
か
け
た

と
こ
ろ
、
湯
の
沸
く
音
が
清
雅
に
し
て
逸
品
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

浪
岡
城
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
中
国
製
や
朝
鮮
製
及
び
国
内
各
地
で
生
産
さ
れ
た

焼
き
物
、
そ
の
他
の
交
易
品
の
数
々
は
、
日
本
海
を
船
運
に
よ
っ
て
北
上
し
、
油

川
湊
（
青
森
市
）
に
荷
揚
げ
し
て
陸
運
や
河
川
運
搬
で
持
ち
込
ま
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
浪
岡
城
が
中
世
の
東
ア
ジ
ア
の
商
業
交
易
圏
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
ま
す
。
中
世
の
浪
岡
城
下
町
で
は
、
市
場
が
頻ひ

ん
ぱ
ん繁

に
開
催
さ
れ
、
様
々
な
物

品
の
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

浪岡城下町の様子
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第
七
章
　
叙じ

ょ
し
ゃ
く爵
任
官
と
伊
勢
北
畠
氏

　

『
言
継
卿
記
』
に
は
、
浪
岡
北
畠
氏
に
関
す
る
記
述
が
9
か
所
あ
り
ま
す
。
こ

の
記
述
か
ら
、
浪
岡
北
畠
氏
は
、
山
科
家
に
連
絡
を
取
り
、
使
者
を
訪
問
さ
せ
、

山
科
家
を
介
し
て
叙
爵
任
官
の
根
回
し
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
言
継
が
記
し
た
『
歴

り
ゃ
く
み
ょ
う
ど
だ
い

名
土
台
』
に
よ
れ
ば
、
浪
岡
北
畠
氏
で
は
、
具と

も

永な
が

と
そ
の
息
子
・
具と

も

統つ
ね

、
孫
・
具と

も

運ゆ
き

の
3
名
の
叙
爵
任
官
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
具
永
と
具
統
は
、
と
も
に
従
五
位
下
の
初

し
ょ
し
ゃ
く

爵
と
同
じ

日
に
、
貴
族
身
分
で
な
け
れ
ば
許
可
さ
れ
な
い
侍じ

じ
ゅ
う従

に
任
官
さ
れ
て
お
り
、
加
え
て
、

浪
岡
北
畠
氏
の
任
官
昇
任
コ
ー
ス
は
、
奥
羽
の
他
の
有
力
武
家
と
異
な
り
、
貴
族

身
分
の
有
力
な
武
将
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
、
浪
岡
北
畠
氏
の
叙
爵
任
官
と
ほ
ぼ
同
じ
軌
跡
を
た
ど
っ
て
い
る

の
が
、
伊
勢
国こ

く

し司
家
を
嫡
流
に
持
つ
伊
勢
北
畠
一
族
で
す
。
伊
勢
北
畠
一
族
は
、

北
畠
親
房
の
三
男
・
北
畠
顕あ

き

能よ
し

を
先
祖
と
し
、
天

て
ん
し
ょ
う

正
4
年
（
１
５
７
６
）
に
織
田

信
長
に
実
質
的
に
滅
ぼ
さ
れ
る
ま
で
、
伊い

せ勢
国こ

く

し

け

司
家
を
宗そ

う

け家
と
し
て
、
南
伊
勢
を

中
心
に
勢
力
を
有
し
て
い
た
公
家
大
名
で
す
。
伊
勢
国
司
家
は
、
伊
勢
に
在
国
し

た
ま
ま
で
公
卿
に
ま
で
任
命
さ
れ
る
貴
族
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
室
町
幕
府
か
ら

守
護
職
に
補ほ

に

ん任
さ
れ
、
武
家
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
浪
岡
北
畠
氏

は
、
こ
の
伊
勢
北
畠
一
族
と
同
じ
昇
任
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
浪
岡
北
畠
氏
が
作
成
し
た
と
い
う
『
津つ

が
る
ぐ
ん
ち
ゅ
う

軽
郡
中
名な

あ

ざ字
』
で
は
、
具
永
は
「
伊

勢
国
司
浪
岡
御
所
具
永
卿
也
」
と
称
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
伊
勢
国
司
家
で
は
、

実
名
に
「
具
」
の
文
字
を
用
い
て
お
り
、
浪
岡
北
畠
氏
の
具
永
―
具
統
―
具
運
と

一
致
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
浪
岡
北
畠
氏
の
叙
爵
任
官
、
そ
し
て
実
名
の
あ
り

方
な
ど
、
浪
岡
北
畠
氏
と
伊
勢
北
畠
家
は
、
そ
の
繋
が
り
が
示
唆
さ
れ
ま
す
。

叙爵任官の様子
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第
八
章
　
最
盛
期
と
衰
運

　

16
世
紀
前
半
の
津
軽
地
域
で
は
、
三
戸
南
部
氏
の
当
主
安や

す

信の
ぶ

の
弟
・
南
部
高た

か
の
ぶ信

を
津
軽
郡
代
と
し
て
石
川
城
（
弘
前
市
）
に
置
き
、
既
に
津
軽
西

に
し
の
は
ま

浜
に
入
部
し
て

い
た
南
部
氏
一
門
の
大
浦
氏
と
、
平ひ

ら

か賀
郡
の
大
光
寺
城
主
・
南
部
政ま

さ

行ゆ
き

を
両
翼
と

し
て
、
津
軽
地
方
の
支
配
を
強
化
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
も

浪
岡
北
畠
氏
の
所
領
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
の
頃
に
礎

石
を
使
っ
た
建
物
（
礎そ

ば
ん
い
し

盤
石
建
物
）
が
内
館
に
建
て
ら
れ
、
北
館
に
は
武
家
屋
敷

的
な
区
画
が
現
れ
て
お
り
、
建
物
の
密
度
が
増
加
し
、
井
戸
も
充
実
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
な
ど
、
浪
岡
城
が
最
盛
期
を
迎
え
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
前
掲
の
『
津
軽
郡
中
名
字
』
に
は
、
こ
の
頃
の
津
軽
地
域
の
勢
力
圏
に

つ
い
て
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
記
録
は
、
天
文
年
間
に
浪
岡
北
畠
氏
が
作
成

し
た
と
考
え
ら
れ
、
浪
岡
御
所
に
よ
る
津
軽
支
配
の
正
当
性
を
主
張
し
よ
う
と
す

る
意
図
が
見
え
ま
す
が
、
天
文
年
間
の
津
軽
地
域
の
勢
力
圏
に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ

し
や
す
い
た
め
、
こ
こ
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

浪
岡
北
畠
氏
の
所
領
は
、
田い

な

か舎
郡ぐ

ん

２
８
０
０
町
（
田
舎
館
、
尾
上
、
平
賀
、
黒

石
の
各
一
部
等
）
と
奥お

き
の
り法

郡ぐ
ん

２
０
０
０
余
町
（
藤
崎
か
ら
羽
州
街
道
沿
い
に
常
盤
、

黒
石
の
一
部
、
浪
岡
の
中
央
部
か
ら
青
森
市
の
孫
内
の
山
間
部
、
浪
岡
の
吉
野
田

か
ら
北
上
し
て
五
所
川
原
、
金
木
、
市
浦
の
一
部
等
）
及
び
沼み

深ぞ
き

保ふ
か
な
い内

１
０
０
０

貫
（
藤
崎
の
亀
岡
よ
り
北
方
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
浪
岡
北
畠
氏
が
新
規
に
開
拓
し

た
直
轄
領
の
可
能
性
有
）
で
あ
り
、
鼻は

な

わ和
郡ぐ

ん

３
８
０
０
町
（
深
浦
、
鰺
ヶ
沢
、
鶴

田
、
板
柳
、
弘
前
西
側
、
目
屋
等
）
は
大
浦
盛も

り
の
ぶ信

、
平
賀
郡
２
８
０
０
町
（
碇
ヶ

関
、
大
鰐
、
尾
上
の
一
部
、
弘
前
東
側
等
）
は
大だ

い
こ
う
じ

光
寺
南
部
政ま

さ

行ゆ
き

の
所
領
で
あ
る

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
浪
岡
北
畠
氏
は
、
北

き
た
の
は
ま

浜
（
津
軽
半
島
の
東
側
、
安

方
、
油
川
か
ら
北
へ
海
沿
い
に
今
別
、
竜
飛
等
）
に
も
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
た

天文年間の津軽地域の勢力圏

■大浦氏（後の津軽氏）

北
きたのはま

浜

外
そとのはま

浜

田
いなかぐん

舎郡

平
ひらかぐん

賀郡

鼻
はなわぐん

和郡

馬
うまぐん

郡

江
え る ま ぐ ん

流末郡

奥
おきのりぐん

法郡

■浪岡北畠氏

■大光寺南部氏
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め
、
こ
の
三
大
名
の
中
で
、
経
済
力
は
最
も
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
松ま

つ
ま
え前

藩
の
家か

譜ふ

で
正

し
ょ
う
ほ
う

保
3
年
（
１
６
４
６
）
に
成
っ
た
『
新し

ん

ら

の

羅
之

記き

ろ

く録
』
で
は
、
永
禄
3
年
（
１
５
６
０
）
春
、
後
に
初
代
藩
主
と
な
る
蠣か

き
ざ
き崎

慶よ
し

広ひ
ろ

が
津
軽
に
渡
り
、
浪
岡
御
所
右う

え
も
ん
の

衛
門
督か

み

顕あ
き
よ
し慶

（
具
運
）
に
謁え

っ
け
ん見

し
て
い
ま
す
。
こ

の
と
き
、
慶
広
は
、
松
前
か
ら
の
船
着
場
と
し
て
潮

う
し
お
が
た

潟
野
田
玉
川
村
（
東
津
軽
郡

外
ヶ
浜
町
平
舘
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
）
を
賜
る
と
記
し
て
い
ま
す
。

発
掘
調
査
に
よ
り
、
16
世
紀
前
半
に
最
盛
期
を
迎
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
浪
岡
北
畠
氏
で
す
が
、
16
世
紀
後
半
か
ら
建
物
跡
が
少
な
く
な
り
、
そ
の
勢
力

が
衰
退
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

衰
退
の
原
因
は
、
永
禄
5
年
（
１
５
６
２
）
に
起
こ
っ
た
「
川か

わ
は
ら原

御
所
の
乱
」

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
川
原
御
所
の
乱
と
は
、
浪
岡
北
畠
一
族
の
川
原
御
所
・
北

畠
具と

も

信の
ぶ

親
子
（
子
の
名
前
は
不
明
）
が
、
当
主
で
あ
る
浪
岡
御
所
・
北
畠
具と

も
ゆ
き運

を

殺
害
し
、
川
原
御
所
親
子
も
討
ち
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
件
で
す
。

北館及び内館の遺構の移り変わり

北　館 内　館

16 世紀前半

16 世紀後半

16 世紀中葉

16 世紀前葉
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第
九
章
　
川
原
御
所
の
乱

川
原
御
所
は
、
浪
岡
御
所
具と

も
な
が永

の
弟
・
具と

も
の
ぶ信

で
あ
る
と
も
言
い
、
浪
岡
御
所
に

と
っ
て
は
一
族
の
重
鎮
で
あ
り
、
高
台
の
浪
岡
城
を
構
成
す
る
曲く

る

わ輪
内
で
は
な
く
、

外が
い
か
く郭

の
市
場
町
に
接
し
て
居
館
を
構
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場

所
は
、
浪
岡
城
跡
南
西
方
の
浪
岡
川
を
挟
ん
だ
対
岸
部
に
あ
り
、
現
在
は
「
川
原

御
所
之
址
」
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
事
件
の
要
因
は
、
所
領
の
境
目
争
い
と
記
す
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
確
か

な
と
こ
ろ
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
事
件
を
伝
え
る
記
録
の
一
つ
に
、
浪
岡
御
所

に
出し

ゅ
っ
し仕

し
て
い
た
佐
藤
只た

だ
の
す
け

之
介
の
家
記
で
あ
る
『
永え

い

禄ろ
く

日に

っ

き記
』
が
あ
り
ま
す
。
事
件

が
起
こ
っ
た
の
は
、
永
禄
5
年
（
１
５
６
２
）
4
月
の
こ
と
で
す
が
、
年
初
め
の

1
月
2
日
に
、
浪
岡
御
所
具と

も
ゆ
き運

が
悪
夢
を
見
た
と
の
こ
と
で
祈き

祷と
う

を
行
い
、
さ
ら

に
翌
3
日
に
は
、
浪
岡
御
所
の
奥
方
も
悪
夢
を
見
た
と
人
々
が
口
に
し
、
「
何
と

不
思
議
な
事
か
」
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
事
件
を
暗
示
す
る

よ
う
な
記
事
の
後
に
、
4
月
5
日
の
事
件
の
記
述
と
な
り
ま
す
。

事
件
は
、
川
原
御
所
・
具
信
親
子
が
浪
岡
御
所
に
切
り
入
り
、
城
中
大
騒
動
と

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
浪
岡
御
所
を
殺
害
し
た
も
の
の
、
川
原
御
所
親
子
も
討
ち

取
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
、
川
原
御
所
の
家
中
は
離
散
し
、
浪
岡

御
所
の
後
継
者
と
し
て
、
ま
だ
五
歳
の
息
子
で
あ
る
、
後
の
顕あ

き
む
ら村

を
立
て
、
具
運

の
弟
・
顕あ

き

忠た
だ

（
ま
た
は
左さ

え
も
ん
の
じ
ょ
う

衛
門
尉
顕あ

き

範の
り

）
が
養
育
し
ま
す
が
、
浪
岡
譜
代
の
家
臣

の
多
く
は
浪
人
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
御
所
と
呼
ば
れ
た
浪
岡
御
所
・
具
運
と
、
そ
の
一
族
で
あ
る
重
臣
を
共
に
失

っ
た
こ
の
事
件
は
、
重
大
事
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
記
憶

は
、
後
の
大
浦
為
信
に
よ
る
浪
岡
城
攻
め
の
背
景
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
弘
前

藩
の
歴
史
書
に
刻
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。

川原御所の乱の様子
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第
十
章
　
浪
岡
落
城

藩
政
時
代
の
津
軽
側
の
記
録
に
よ
る
と
、
永
禄
10
年
（
１
５
６
７
）
に
南
部
氏

一
門
の
大
浦
氏
の
家
督
を
継
承
し
、
大
浦
城
（
弘
前
市
）
の
城
主
と
な
っ
た
大
浦

為た
め
の
ぶ信

は
、
元げ

ん

き亀
年
間
（
１
５
７
０ 

― 

７
３
）
に
三
戸
南
部
家
中
で
起
こ
っ
た
家
督

相
続
を
め
ぐ
る
対
立
に
乗
じ
て
反
旗
を
翻
し
、
元
亀
2
年
（
１
５
７
１
）
5
月

5
日
（
6
日
と
も
）
に
石
川
城
（
弘
前
市
）
を
急
襲
し
て
攻
め
落
と
し
、
同
日
、

和わ
っ
と
く徳

城じ
ょ
う（

弘
前
市
）
も
攻
め
落
と
し
た
と
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
為
信
は
、
天
正
4
年
（
１
５
７
６
）
1
月
に
大だ

い
こ
う
じ
じ

光
寺
城ょ

う

（
平
川
市
）
を

攻
め
、
こ
れ
を
掌
中
に
収
め
ま
し
た
（
天
正
3
年
8
月
に
大
光
寺
城
攻
め
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
落
城
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
）
。
そ
し
て
、
天
正
6
年
（
１
５
７
８
）
7
月
、
為
信
は
浪
岡
城
攻
略
に
打
っ

て
出
ま
し
た
。

藩
政
時
代
の
記
録
で
は
、
為
信
は
浪
岡
城
攻
め
に
際
し
て
、
15
年
ほ
ど
前
に
起

き
た
川
原
御
所
の
乱
を
引
き
合
い
に
出
し
、
浪
岡
勢
が
手
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と

や
、
事
件
当
時
、
幼
か
っ
た
顕あ

き
む
ら村

の
後
見
人
的
存
在
で
あ
っ
た
具と

も
ゆ
き運

の
弟
が
、
こ

の
年
に
病
死
し
た
と
し
て
、
事
件
と
浪
岡
攻
め
を
関
連
づ
け
よ
う
と
し
て
お
り
、

川
原
御
所
の
乱
が
重
大
事
と
し
て
藩
政
時
代
の
津
軽
地
域
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
お
な
じ
く
藩
政
時
代
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
為
信
は
浪
岡
城
へ
兵
を
進
め

る
前
に
、
二
つ
の
「
事
前
準
備
」
を
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一

つ
は
、
浪
岡
御
所
の
有
力
家
臣
と
目
さ
れ
る
吉よ

し

町ま
ち

弥や

右え

衛も

ん門
を
内
通
者
と
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
こ
と
で
、
浪
岡
の
様
子
は
、
吉
町
か
ら
逐
一
、
為
信
の
も
と
へ
届

け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
砂す

な

こ子
瀬せ

勘か

解げ

由ゆ

と
小お

ぐ
り
や
ま

栗
山
左さ

き
ょ
う京

と
い
う
二
人
の
「
忍
び
の
者
」

浪岡落城
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が
盗
人
・
ば
く
ち
打
ち
な
ど
無ぶ

ら

い頼
の
徒と

を
抱
き
込
ん
だ
こ
と
で
す
。
こ
の
時
、
為

信
は
浪
岡
城
攻
め
の
大
義
を
困
窮
に
あ
え
ぐ
「
民
を
救
う
」
こ
と
と
言
い
、
彼
ら

を
味
方
に
つ
け
ま
す
。
そ
し
て
出
陣
の
そ
の
日
、
彼
ら
は
為
信
の
指
示
に
従
い
、

そ
こ
か
し
こ
に
火
を
懸
け
騒
動
を
起
し
、
略
奪
行
為
に
及
び
ま
す
。
当
時
の
戦
場

で
は
、
雑
兵
に
よ
る
「
放
火
と
物
取
り
（
略
奪
）
」
は
一
体
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、

浪
岡
城
攻
め
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
行
為
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
為

信
の
軍
勢
は
、
浅あ

せ

い瀬
石し

じ

城ょ
う

と
大
光
寺
城
の
軍
勢
700
余
名
を
本
郷
・
竹
ヶ
鼻
口
よ
り
、

森
岡
・
兼
平
の
大
浦
譜
代
家
臣
の
軍
勢
600
余
名
を
赤あ

か

茶ち
ゃ

村む
ら

よ
り
、
為
信
本
隊
１
０

０
０
余
名
を
十と

川が
わ
ぐ
ち口

よ
り
と
三
方
か
ら
押
し
寄
せ
て
、
貝か

い

鐘が
ね

を
鳴
ら
し
、
鬨と

き

の
声

を
揚
げ
て
、
浪
岡
城
に
攻
め
込
ん
だ
と
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
先
の
ば
く
ち
打
ち
や
盗
賊
た
ち
が
、
方
々
の
土
蔵
・
文
庫
を
打
ち
破

り
、
浪
岡
北
畠
氏
が
数
代
に
亘わ

た

っ
て
蓄
え
た
金
銀
・
重じ

ゅ
う
き器

を
奪
い
取
り
、
乱ら

ん
ぼ
う妨

を

働
い
た
と
言
い
ま
す
。
大
浦
勢
は
、
こ
う
し
た
混
乱
に
乗
じ
て
、
や
す
や
す
と
浪

岡
城
を
奪
い
、
浪
岡
御
所
・
北
畠
顕
村
は
、
ば
く
ち
打
ち
ら
に
捕
ら
え
ら
れ
、
大

浦
側
に
引
き
渡
さ
れ
た
後
、
切
腹
を
し
て
最
後
を
遂
げ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
戦
後
、
こ
う
し
た
盗
人
・
ば
く
ち
打
ち
ら
は
、
武
士
身
分
に
取
り
立
て

ら
れ
、
砂
子
瀬
・
小
栗
山
の
軍
団
に
編
成
さ
れ
た
と
も
言
い
ま
す
。

ま
た
、
戦
の
当
日
、
北
畠
氏
一
族
の
北
畠
左さ

こ

ん近
顕あ

き
の
り則

が
、
譜
代
の
家
臣
を
連
れ
て
、

所
用
で
油

あ
ぶ
ら
か
わ

川
城
（
青
森
市
）
へ
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
浪
岡
城
か
ら
の
落
武

者
が
逃
げ
込
ん
で
来
た
た
め
事
態
を
知
る
こ
と
と
な
り
、
一
矢
報
い
よ
う
と
し
ま

す
が
、
家
臣
に
諌い

さ

め
ら
れ
、
姉
の
所
在
を
探
り
当
て
る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
、
無
事

浪
岡
か
ら
逃
れ
て
き
た
姉
主
従
と
遭
い
、
油
川
城
主
の
協
力
に
よ
り
、
船
で
田
名

部
に
渡
り
、
南
部
家
の
世
話
に
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
浪
岡
北
畠
氏
の
有
力
な
一
族
で
あ
っ
た
、
北
畠
弾だ

ん

正
じ
ょ
う
だ
い大

弼ひ
つ

と
そ
の
息
子
・
右う

こ

ん近
慶よ

し

好た
か

は
、
御
所
と
縁え

ん
せ
き戚

関
係
の
あ
る
檜ひ

や

山ま
し
も
の下

国く
に

安
東
愛ち

か

季す
え

に

仕
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
右
近
慶
好
は
、
秋
田
姓
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
子

孫
は
、
三み

は

る春
藩
秋
田
家
の
家
老
職
の
家
柄
と
し
て
幕
末
ま
で
続
き
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
左
近
顕
則
は
、
南
部
信
直
に
仕
え
ま
し
た
。
ま
た
、
津
軽
家
に
仕
え
た
者
と

し
て
は
、
刀
鍛
冶
と
な
っ
た
家
系
や
弘
前
藩
に
藩
医
と
し
て
仕
官
し
た
山
崎
清せ

い

朴ぼ
く

の
家
系
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
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第
十
一
章
　
そ
の
後
の
浪
岡
城
と
戦
国
津
軽

　

最
後
の
浪
岡
御
所
・
顕
村
の
正
室
は
、
檜ひ

や

山ま
し
も
の下

国く
に

安
東
愛ち

か

季す
え

の
嫡

ち
ゃ
く
じ
ょ

女
で
し
た
。

顕
村
の
死
後
は
、
慶け

い
し
ょ
う
い
ん

松
院
と
称
し
て
、
父
・
愛
季
の
も
と
に
戻
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
関
係
を
背
景
に
、
愛
季
は
、
浪
岡
城
の
落
城
後
、
ほ
ど
な
く
津
軽
に

攻
め
入
り
、
天
正
6
年
（
１
５
７
８
）
10
月
初
め
ま
で
に
帰
陣
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
安
東
氏
麾き

か下
で
あ
り
、
浪
岡
御
所
と
つ
な
が
り
が
あ
る
夷
島
の
蠣か

き
ざ
き崎

季す
え

広ひ
ろ

が
、

翌
年
1
月
に
、
浪
岡
へ
の
出
陣
の
意
向
を
安
東
氏
側
に
伝
え
て
い
ま
す
。
為
信
を

南
と
北
か
ら
挟
撃
し
よ
う
と
い
う
作
戦
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
愛
季

の
津
軽
侵
攻
の
中
、
天
正
7
年
（
１
５
７
９
）
7
月
の
平
賀
郡
茶ち

ゃ

臼う
す
や
ま山

・
六ろ

っ

ぱ羽
川が

わ

の
合
戦
で
、
為
信
を
あ
わ
や
戦
死
と
い
う
危
機
に
ま
で
追
い
詰
め
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
為
信
と
愛
季
が
戦
を
継
続
す
る
一
方
で
、
家
督
を
巡
る
三
戸
南
部
氏

の
騒
動
も
、
天
正
9
年
（
１
５
８
１
）
に
信
直
が
継
承
し
終
息
し
ま
し
た
。
こ
う

し
た
状
況
の
も
と
、天
正
10
年
（
１
５
８
２
）
に
な
る
と
、元
亀
2
年
（
１
５
７
１
）

に
南
部
氏
に
反
旗
を
翻
し
て
い
た
為
信
が
、
信
直
に
赦し

ゃ
め
ん免

を
申
し
入
れ
、
そ
の
麾

下
に
復
帰
し
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
、
南
部
信
直
は
、
弟
の
政ま

さ
の
ぶ信

を

津
軽
郡
代
と
し
て
浪
岡
城
に
置
き
、
為
信
が
そ
の
後
見
人
的
立
場
に
な
っ
た
と
い

う
の
で
す
。
加
え
て
、
夷
島
に
お
い
て
も
、
家
督
を
め
ぐ
る
謀
反
事
件
が
浪
岡
御

所
滅
亡
後
に
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
浪
岡
御
所
と
つ
な
が
り
の
深
い
蠣か

き
ざ
き
よ
し

崎
慶
広ひ

ろ

が
、
そ
の
後
ろ
盾
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
天
正
6
年
（
１
５
７
８
）
の
浪
岡
城
の
落
城
、
浪
岡
御
所
の
滅

亡
は
、
そ
の
後
の
津
軽
地
域
の
政
治
史
を
大
き
く
動
か
す
出
来
事
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
の
浪
岡
城
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
は
田
畑
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
伝

わ
っ
て
い
ま
す
が
、
発
掘
調
査
で
煙
管
な
ど
17
世
紀
以
降
の
も
の
が
出
土
し
た
こ
と

か
ら
、
落
城
後
も
城
内
で
生
活
し
て
い
た
人
々
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

茶臼山・六羽川合戦の様子
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第
十
二
章
　
近
代
以
降
の
浪
岡
城
跡

　

明
治
期
に
な
る
と
、
か
つ
て
南
朝
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
北
畠
氏
一
族
で
あ
る
浪

岡
御
所
の
よ
う
な
名
族
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
浪
岡
御
所
関
係
史
料
の
調
査

研
究
が
始
ま
り
、
浪
岡
北
畠
氏
顕

け
ん
し
ょ
う

彰
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

明
治
15
年
（
１
８
８
２
）
に
は
、
浪
岡
城
跡
に
北
畠
古
城
跡
碑
が
、
北
畠
氏
の

墓
所
と
伝
わ
る
五
輪
塔
が
残
る
場
所
に
北
畠
累
代
墓
碑
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
正
時
代
に
入
る
と
、
浪
岡
城
跡
の
内
館
に
「
御ご

た
い
て
ん

大
典
記き

ね

ん念
公こ

う

園え
ん

」
と
「
行な

み
お
か丘

公こ
う
え
ん園

」
の
二
つ
の
石
碑
が
建
立
さ
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
も
大
正
天
皇
即
位
を
記
念
し

て
、
在
郷
軍
人
会
を
中
心
に.

、
大
正
4
年
（
１
９
１
５
）
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
内
館
の
周
囲
に
松
や
桜
が
植
栽
さ
れ
、
昭
和
10
年
（
１
９
３
５
）
頃

か
ら
は
観
桜
会
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
皇
国
の
国こ

く
い
は
つ
よ
う

威
発
揚
の
時
勢
に
後
押
し
さ
れ
、
南
朝
ゆ
か
り
の
北
畠
浪

岡
御
所
の
研
究
が
活
発
化
し
た
こ
と
な
ど
を
背
景
に
、
昭
和
15
年
（
１
９
４
０
）

2
月
10
日
、
浪
岡
城
跡
は
、
青
森
県
内
で
初
の
国
指
定
史
跡
と
な
り
ま
し
た
。

　

以
後
、
浪
岡
城
跡
は
、
昭
和
44
年
（
１
９
６
９
）
か
ら
史
跡
の
公
有
化
、
同
52

年
（
１
９
７
７
）
か
ら
整
備
の
た
め
の
発
掘
調
査
、
同
62
年
（
１
９
８
７
）
か
ら

環
境
整
備
事
業
を
進
め
、
平
成
10
年
（
１
９
９
８
）
に
は
、
史
跡
公
園
と
し
て
地

域
住
民
に
開
放
さ
れ
ま
し
た
。

以
来
、
浪
岡
城
跡
は
、
地
域
住
民
に
親
し
ま
れ
、
毎
年
春
に
な
る
と
桜
の
花
が

咲
き
誇
り
ま
す
。

　

か
つ
て
浪
岡
御
所
と
呼
ば
れ
、
華
や
か
な
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
時
代
と
、
戦

乱
に
巻
き
込
ま
れ
、
落
城
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
時
代
。

　

栄え

い

こ枯
盛せ

い
す
い衰

の
舞
台
と
な
っ
た
浪
岡
城
跡
で
は
、
毎
年
、
樹
齢
100
年
と
な
っ
た
桜

の
開
花
に
よ
っ
て
、
浪
岡
の
悠
久
の
歴
史
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

現代の浪岡城跡と岩木山
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