
第
八
章

戦
国
時
代
の
亀
山
市
域
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第
一
節

応
仁
の
乱
と
関
氏

第
一
項

応
仁
の
乱
の
勃
発

宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）
四
月
、
足
利
義
政
は
元

大
名
家
の
後
継
争
い

ほ
う
と
く

よ
し
ま
さ

服
し
、
正
式
に
将
軍
職
に
就
任
し
た
。
将
軍
義
政
は
鎌
倉
公
方
や
大
名
家

か
ま
く
ら
く
ぼ
う

の
内
紛
に
介
入
し
て
、
嘉
吉
の
乱
で
失
墜
し
た
将
軍
の
権
力
と
権
威
を
回

か

き
つ

復
し
よ
う
と
し
た

享

徳
三
年

一
四
五
四

に
は
鎌
倉
公
方
の
足
利
成
氏

。

（

）

き
ょ
う
と
く

し
げ
う
じ

が
関
東
管
領
上
杉
憲
忠
を
謀
殺
し
た
享
徳
の
乱
が
起
こ
り
、
義
政
は
弟
の

か
ん
と
う
か
ん
れ
い

の
り
た
だ

政
知
を
鎌
倉
公
方
と
し
て
送
り
込
ん
で
成
氏
の
追
放
を
も
く
ろ
ん
だ
が
、

ま
さ
と
も

上
杉
氏
の
支
持
が
得
ら
れ
ず
に
失
敗
し
た
。
義
政
は
加
賀
国
守
護
富
樫
泰

か

が

と

が

し
や
す

高
と
教
家
と
の
間
の
内
紛
に
介
入
し
、
尾
張
国
の
守
護
代
織
田
氏
の
内
紛

た
か

の
り
い
え

に
も
介
入
し
た
が
、
細
川
氏
・
斯
波
氏
ら
の
有
力
大
名
の
反
対
に
よ
り
、

し

ば

そ
の
意
思
を
通
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

将
軍
義
政
は
畠
山
氏
の
内
紛
に
も
介
入
し
た
。
嘉
吉
の
乱
後
に
管
領
を

務
め
た
畠
山
持
国
は
、
弟
の
持
富
の
子
弥
三
郎
を
養
子
に
し
て
い
た
が
、

も
ち
く
に

も
ち
と
み

や

さ
ぶ
ろ
う

実
子
の
義
就
が
生
ま
れ
た
た
め
、
彼
に
家
督
を
譲
ろ
う
と
し
た
。
こ
れ
に

よ
し
な
り

対
し
て
有
力
被
官
の
神
保
氏
ら
が
、
義
就
の
母
が
遊
女
で
あ
る
こ
と
を
理

じ

ん

ぼ

由
に
反
対
し
た
が
、
義
就
は
武
力
で
弥
三
郎
と
神
保
氏
を
追
い
落
し
、
享

徳
四
年
（
一
四
五
五
）
に
将
軍
義
政
か
ら
家
督
継
承
を
認
め
ら
れ
た
。

し
か
し
畠
山
弥
三
郎
や
神
保
氏
は
管
領
の
細
川
勝
元
と
結
ん
で
巻
き
返

か
ん
れ
い

ほ
そ
か
わ
か
つ
も
と

し
を
は
か
り
、
一
転
し
て
将
軍
義
政
は
長

禄
四
年
（
一
四
六
〇
）
に
弥

ち
ょ
う
ろ
く

三
郎
の
弟
の
畠
山
政
長
に
家
督
を
安
堵
し
、
河
内
国
に
下
っ
た
義
就
を
討

ま
さ
な
が

あ

ん

ど

伐
す
る
命
を
下
す
。
こ
の
戦
に
関
氏
・
長
野
氏
・
北
畠
氏
も
動
員
さ
れ
て

お
り
、
長
野
氏
は
主
力
の
和
泉
口
か
ら
河
内
国
に
攻
め
入
り
、
関
氏
と
北

畠
氏
は
後
詰
め
で
山
城
国
の
宇
治
郡
口
を
守
っ
て
い
る
。

管
領
細
川
勝
元
と
山
名
持
豊
（
宗
全
）
は
、
勝
元
の
子
政
元
が
持
豊
の

や
ま
な
も
ち
と
よ

そ
う
ぜ
ん

ま
さ
も
と

娘
と
縁
組
み
す
る
ほ
ど
の
親
し
い
関
係
だ
っ
た
が
、
細
川
勝
元
が
山
名
氏

の
宿
敵
だ
っ
た
赤
松
氏
の
復
権
を
援
助
し
た
た
め
に
関
係
が
悪
化
し
た
。

細
川
勝
元
は
畠
山
氏
の
内
紛
で
は
政
長
を
援
助
し
、
敗
れ
た
義
就
は
山
名
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持
豊
を
頼
っ
た
。
斯
波
氏
も
義
敏
と
義
廉
と
の
間
で
家
督
を
争
い
、
義
敏

よ
し
と
し

よ
し
か
ど

は
細
川
勝
元
、
義
廉
は
山
名
持
豊
の
援
助
を
あ
お
い
だ
。
こ
う
し
て
家
督

争
い
を
続
け
る
諸
大
名
は
、
細
川
勝
元
と
山
名
持
豊
を
頭
と
す
る
二
つ
の

勢
力
に
分
裂
し
て
行
っ
た
。

寛

正

六
年
（
一
四
六
五
）
三
月
末
、
将
軍
義
政

将
軍
家
の
後
継
問
題

か
ん
し
ょ
う

の
側
室
に
男
子
が
産
ま
れ
、
関
盛
元
は
太
刀
（
銘
国
時
）
を
お
祝
い
に
進

上
し

一
門
の
峯
康
長
も
菱
食
を
贈
っ
て
い
る

四
月
に
は
父
の
持
盛

安

、

。

（

み
ね
や
す
な
が

ひ
し
く
い

芸
入
道
性
盛
）
が
百
袋
の
新
茶
を
将
軍
に
進
上
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
か

ら
既
に
亀
山
の
地
で
茶
が
生
産
さ
れ
て
い
た
と
み
え
る
。
こ
の
時
生
ま
れ

た
男
子
は
義
政
の
子
で
は
な
い
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
同
年
十
一
月
に

は
夫
人
の
日
野
富
子
に
男
子
（
後
の
義
尚
）
が
誕
生
し
た
。
関
持
盛
は
さ

ひ

の

と

み

こ

よ
し
ひ
さ

っ
そ
く
雁
・
貝

鮑

・
海
老
を
贈
っ
て
い
る
。

か
い
あ
わ
び

し
か
し
足
利
義
尚
の
誕
生
は
将
軍
家
の
後
継
争
い
を
招
い
た
。
こ
の
前

年
に
将
軍
義
政
は
、
寺
に
入
っ
て
い
た
弟
の
足
利
義
視
を
還
俗
さ
せ
て
後

よ
し

み

継
者
に
指
名
し
、
細
川
勝
元
の
屋
形
に
住
ま
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
義

尚
が
生
ま
れ
る
と
、
慣
例
に
従
っ
て
政

所
執
事
の
伊
勢
貞
親
が
養
親
に

ま
ん
ど
こ
ろ
し

つ

じ

い

せ

さ
だ
ち
か

。

（

）

、

（

）

な
っ
た

翌
文
正
元
年

一
四
六
六

の
七
月

義
視
に
男
子

後
の
義
材

よ

し

き

が
生
ま
れ
る
と
、
義
尚
の
将
来
に
不
安
を
持
っ
た
伊
勢
貞
親
は
、
山
名
持

豊
が
義
視
を
新
将
軍
に
擁
立
す
る
謀
反
を
た
く
ら
ん
で
い
る
と
義
政
に
讒ざ

ん

言
し
た
。

げ
ん

こ
れ
に
は
細
川
勝
元
と
山
名
持
豊
が
共
に
怒
り
、
諸
大
名
が
一
致
し
て

伊
勢
貞
親
一
派
の
追
放
を
義
政
に
求
め
た
。
こ
れ
を
文

正

の
政
変
と
呼

ぶ
ん
し
ょ
う

ぶ
。
京
都
を
追
放
さ
れ
た
伊
勢
貞
親
は
伊
勢
国
の
関
盛
元
の
も
と
に
避
難

し
た
。
貞
親
が
関
氏
を
頼
っ
た
の
は
、
関
氏
と
伊
勢
氏
と
が
同
族
だ
っ
た

こ
と
に
よ
る
（
第
七
章
第
二
節
第
一
項
参
照

。
こ
の
事
件
で
将
軍
義
政

）

は
第
一
の
側
近
を
失
い
、
政
務
の
意
欲
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
と
言
う
。

文
正
の
政
変
に
よ
っ
て
山
名
持
豊
の
力
が
強

応
仁
の
乱
の
勃
発
と
関
氏

ま
り
、
こ
の
年
の
末
に
は
山
名
持
豊
と
一
色
義
直
の
誘
い
に
よ
り
、
畠
山

義
就
が
河
内
国
か
ら
大
軍
を
率
い
て
上
洛
し
た
。
こ
の
圧
力
を
受
け
た
将

軍
義
政
は
畠
山
政
長
が
務
め
て
い
た
管
領
職
を
解
任
し
、
畠
山
氏
の
家
督
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も
義
就
に
与
え
て
し
ま
う
。
さ
ら

に
山
名
持
豊
は
応
仁
元
年
（
一
四

六
七

正
月
十
五
日

一
色
義
直
・

）

、

畠
山
義
就
・
斯
波
義
廉
ら
と
共
に

将
軍
御
所
を
包
囲
し
、
将
軍
義
政

に
細
川
勝
元
と
畠
山
政
長
の
討
伐

を
求
め
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
畠
山

政

長

は

自

邸

を

焼

き

払

っ

て

上
御
霊
社
に
陣
を
敷
き
、
正
月
十

か
み
ご
り
ょ
う
し
ゃ

八
日
に
は
畠
山
義
就
の
軍
勢
と
衝

突
し
た
。
こ
こ
か
ら
応
仁
・
文
明
の
大
乱
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
写
真

お
う
に
ん

。）
133

細
川
勝
元
は
当
初
、
将
軍
義
政
の
命
に
従
っ
て
兵
を
動
か
さ
な
か
っ
た

た
め
、
山
名
方
が
優
勢
と
な
っ
た
が
、
五
月
に
入
る
と
細
川
方
の
巻
き
返

し
が
始
ま
り
、
一
色
義
直
の
屋
形
を
攻
め
落
と
し
、
隣
接
す
る
将
軍
御
所

。

、

を
も
手
中
に
入
れ
た

勝
元
は
将
軍
義
政
に
山
名
持
豊
討
伐
の
命
を
請
い

義
視
も
将
軍
御
所
に
移
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
山
名
方
は
堀
川
上
立
売
に

ほ
り
か
わ
か
み
だ
ち
う
り

あ
っ
た
山
名
持
豊
の
屋
形
を
中
心
に
陣
を
構
え
た
。
こ
う
し
て
細
川
方
は

将
軍
御
所
、
山
名
方
は
山
名
屋
形
を
拠
点
と
し
て
京
中
で
合
戦
を
繰
り
返

す
こ
と
と
な
り
、
細
川
方
を
東
軍
、
山
名
方
を
西
軍
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
（
写
真

・
写
真

134

。）
135

伊
勢
国
守
護
の
一
色
義
直
は
西

よ
し
な
お

軍
の
中
心
人
物
の
一
人
だ
っ
た
た

め
、
一
色
氏
と
勢
力
を
競
っ
て
い

た
関
氏
と
長
野
氏
は
東
軍
に
属
し

た
。
将
軍
義
政
を
擁
し
た
細
川
勝

元
は
一
色
義
直
の
守
護
職
を
解
任

し
、
新
守
護
に
土
岐
政
康
を
任
じ

と

き

ま
さ
や
す

た
が
、
伊
勢
に
入
部
し
よ
う
と
し

（京都市北区）写真133 上御霊神社写真134 花の御所跡の碑
（京都市上京区烏丸通上立売上る御所八幡町 大聖寺）

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/08/gi.htm?pf=1235sh133.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F133 %E4%B8%8A%E5%BE%A1%E9%9C%8A%E7%A5%9E%E7%A4%BE%EF%BC%88%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%EF%BC%89
http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/08/gi.htm?pf=1236sh134.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F134 %E8%8A%B1%E3%81%AE%E5%BE%A1%E6%89%80%E8%B7%A1%E3%81%AE%E7%A2%91%EF%BC%88%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82%E4%B8%8A%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E7%83%8F%E4%B8%B8%E9%80%9A%E4%B8%8A%E7%AB%8B%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%8B%E5%BE%A1%E6%89%80%E5%85%AB%E5%B9%A1%E7%94%BA%E3%80%80%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%AF%BA%EF%BC%89
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た
政
康
は
一
色
氏
の
守
護
代
石
河

道
悟
と
そ
の
子
親
貞
に
よ
っ
て
撃

ど
う

ご

ち
か
さ
だ

退
さ
れ
た
。
関
盛
元
は
土
岐
政
康

に
娘
を
嫁
が
せ
て
同
盟
し
、
一
党

を
率
い
て
一
色
方
の
城
を
攻
め
た

が
、
こ
れ
も
退
け
ら
れ
た
。
し
か

し
石
河
父
子
は
一
色
義
直
か
ら
京

都
で
の
戦
い
に
加
わ
る
よ
う
求
め

ら
れ
た
た
め
上
洛
し
て
行
っ
た
。

文
正
の
政
変
で
関
盛
元
の
も
と

に
避
難
し
て
い
た
伊
勢
貞
親
は
、
細
川
勝
元
の
誘
い
に
よ
り
五
月
末
に
関

氏
と
長
野
氏
を
率
い
て
上
洛
し
、
東
軍
に
加
わ
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
将

軍
義
政
と
同
居
し
て
い
た
義
視
は
、
自
分
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
し
た
貞

親
を
許
さ
ず
、
貞
親
は
再
び
京
都
か
ら
追
放
さ
れ
て
、
今
度
は
長
野
氏
の

館
に
避
難
し
た
。
関
氏
と
長
野
氏
の
軍
勢
は
京
都
に
留
ま
り
、
関
氏
は
備

前
国
の
勝
田
氏
と
共
に
三
条
御
所
を
警
固
し
、
長
野
氏
は
相
国
寺
の
東
門

し
ょ
う
こ
く
じ

に
詰
め
た
と
い
う
（

勢
州
軍
記

。
た
だ
し
関
氏
と
長
野
氏
の
軍
勢
は

『

』
）

上
洛
し
な
か
っ
た
と
す
る
史
料
も
あ
る
（

大

乗

院
寺
社
雑
事
記

。

「

」
）

だ
い
じ
ょ
う
い
ん

じ

し
ゃ
ぞ
う

じ

き

第
二
項

伊
勢
国
の
争
乱

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
六
月
に
は
東
軍
が
優
勢

足
利
義
視
、
西
軍
へ

を
確
保
し
た
が
、
八
月
下
旬
に
は
周
防
国
・
長
門
国
（
山
口
県

、
筑
前

）

す

お

う

な

が

と

ち
く
ぜ
ん

国
（
福
岡
県

、
豊
前
国
（
大
分
県
）
の
守
護
で
あ
る
大
内
政
弘
が
大
軍

）
ぶ

ぜ

ん

お
お
う
ち
ま
さ
ひ
ろ

を
率
い
て
上
洛
し
西
軍
に
加
わ
っ
た
め
、
再
び
形
勢
は
逆
転
し
た
。

大
内
氏
の
大
軍
が
京
都
に
入
っ
た
日
、
足
利
義
視
は
将
軍
御
所
を
出
て

よ
し

み

伊
勢
国
の
北
畠
氏
の
も
と
に
逃
れ
た

こ
の
行
動
の
理
由
は
謎
だ
が

応

。

、「

仁
略
記
」
に
よ
る
と
、
大
内
勢
の
侵
入
と
い
う
混
乱
の
中
で
義
視
が
西
軍

方
に
奪
わ
れ
な
い
よ
う
、
細
川
勝
元
が
北
畠
氏
と
打
ち
合
わ
せ
て
避
難
さ

写真135 応仁の乱 西陣跡
（今出川通り大宮東入る 京都市考古資料館前）

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/08/gi.htm?pf=1237sh135.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F135 %E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%80%80%E8%A5%BF%E9%99%A3%E8%B7%A1%EF%BC%88%E4%BB%8A%E5%87%BA%E5%B7%9D%E9%80%9A%E3%82%8A%E5%A4%A7%E5%AE%AE%E6%9D%B1%E5%85%A5%E3%82%8B%E3%80%80%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%80%83%E5%8F%A4%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E5%89%8D%EF%BC%89
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せ
た
と
い
う
。

翌
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
二
月
に
将
軍
義
政
は
、
義
視
に
対
し
て
京

都
に
戻
る
よ
う
求
め
た
が
、
義
視
は
な
か
な
か
応
じ
な
か
っ
た
。
よ
う
や

く
八
月
に
な
っ
て
義
視
は
上
洛
を
承
諾
し
、
八
月
十
八
日
に
は
安
濃
郡
岩

田
の
円
明
寺
、
二
十
五
日
に
は
長
野
に
着
き
、
関
氏
一
門
の
加
太
氏
と
伊

賀
国
守
護
仁
木
氏
の
出
迎
え
を
受
け
て
い
る
（
史

。
彼
ら
の
警
固
を

）
738

、

。

受
け
て
義
視
は
鈴
鹿
山
を
越
え

甲
賀
を
経
て
九
月
十
一
日
に
入
京
し
た

京
都
に
戻
っ
た
義
視
だ
っ
た
が
、
閏
十
月
に
伊
勢
貞
親
が
伊
勢
か
ら
戻

っ
て
政
務
に
復
帰
す
る
と
、
こ
れ
を
許
し
た
将
軍
義
政
と
不
和
に
な
り
、

十
一
月
に
は
比
叡
山
に
逃
れ
、
翌
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
三
月
に
は
西

軍
の
山
名
持
豊
の
屋
形
に
入
っ
た
。
足
利
義
視
は
西
軍
の
旗
頭
と
な
り
、

四
国
・
九
州
の
諸
大
名
に
兵
を
率
い
て
上
洛
す
る
よ
う
命
じ
、
朝
廷
に
対

し
て
大
内
政
弘
の
官
位
官
職
を
申
請
す
る
な
ど
、
将
軍
に
準
じ
る
存
在
と

し
て
振
る
舞
っ
た
。
西
軍
は
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
五
月
に
は
後
南
朝

の
小
倉
宮
の
皇
子
を
迎
え
入
れ
、
東
軍
に
対
抗
す
る
朝
廷
ま
で
も
作
り
上

げ
た
。

こ
う
し
た
西
軍
の
行
動
は
室
町
幕
府
を
完
全
に
分
裂
さ
せ
、
東
西
両
軍

の
戦
い
は
い
っ
そ
う
激
し
く
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、
守
護
代
ク
ラ
ス
の
武

家
の
中
か
ら
、
守
護
職
な
ど
の
恩
賞
を
求
め
て
東
軍
か
ら
西
軍
、
西
軍
か

ら
東
軍
に
寝
返
る
者
も
現
れ
る
。
近
江
国
で
は
東
軍
方
の
京

極

持
清
が

き
ょ
う
ご
く
も
ち
き
よ

守
護
代
多
賀
高
忠
の
活
躍
で
西
軍
方
の
六
角
高
頼
を
圧
倒
し
て
い
た
が
、

た

が

た
か
た
だ

ろ
っ
か
く
た
か
よ
り

文
明
二
年
八
月
に
京
極
持
清
が
亡
く
な
る
と
多
賀
氏
の
家
中
が
分
裂
し
、

一
方
が
六
角
高
頼
と
結
ん
だ
た
め
、
多
賀
高
忠
は
関
盛
元
を
頼
っ
て
伊
勢

国
に
落
ち
延
び
て
い
る
。
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
に
は
西
軍
方
の
斯
波

義
廉
の
守
護
代
と
し
て
活
躍
し
た
朝
倉
孝
景
が
、
誘
い
に
応
じ
て
東
軍
に

あ
さ
く
ら
た
か
か
げ

寝
返
り
、
越
前
国
守
護
に
任
じ
ら
れ
た
。

伊
勢
国
で
は
、
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
十

関
氏
と
長
野
氏
と
の
抗
争

月
、
北
畠
教
具
が
北
方
に
進
出
を
始
め
、
長
野
氏
と
衝
突
し
た
。
教
具
は

の
り
と
も

翌
年
に
亡
く
な
る
が
、
後
継
の
北
畠
政
郷
は
東
軍
か
ら
伊
勢
国
守
護
職
に

ま
さ
さ
と

任
じ
ら
れ
、
初
め
て
伊
勢
国
の
国
司
と
守
護
を
兼
帯
し
た
。
北
畠
氏
の
こ
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の
行
動
は
、
こ
れ
ま
で
東
軍
と
し
て
共
に
戦
っ
て
き
た
関
氏
と
長
野
氏
と

の
仲
を
裂
い
た
。
文
明
二
年
十
月
に
関
盛
元
は
鈴
鹿
郡
の
安
楽
御
厨
の
代

あ
ん
ら
く
み
く
り
や

官
職
を
長
野
氏
か
ら
奪
っ
て
お
り
、
こ
れ
以
降
、
北
畠
氏
と
結
ん
だ
関
氏

と
、
長
野
氏
と
の
戦
い
が
続
く
。

長
野
氏
は
土
岐
氏
と
結
ん
で
巻
き
返
し
を
は
か
っ
た
。
土
岐
（
世
保
）

政
康
は
伊
勢
国
守
護
を
解
任
さ
れ
た
が
、
同
族
で
あ
る
美
濃
国
守
護
の
土

ま
さ
や
す

岐
成
頼
の
援
助
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
成
頼
の
も
と
に
は
強
力
な
守
護
代

し
げ
よ
り

斎
藤

妙

椿
が
居
た
。
長
野
氏
は
文
明
五
年
（
一
四
七
三
）
九
月
、
安
濃

さ
い
と
う
み
ょ
う
ち
ん

郡
神
部
司
職
を
北
畠
政
郷
か
ら
奪
い
、
関
氏
一
門
の
国
府
氏
と
結
ん
で
鈴

鹿
郡
岩
森
を
押
さ
え
た
（
史

。
十
月
初
旬
に
は
美
濃
国
の
土
岐
勢
が

）
749

長
野
氏
と
結
ん
で
伊
勢
国
に
侵
入
し
、
北
畠
氏
・
関
氏
と
結
ぶ
北
伊
勢
の

国
人
が
朝
明
郡
梅
津
城
に
籠
城
し
て
抵
抗
し
た
が
、
月
末
に
斎
藤
妙
椿
が

大
軍
を
率
い
て
参
陣
す
る
に
及
び
、
翌
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
六
月
に

は
攻
め
落
と
さ
れ
た
。

関
氏
が
支
配
し
て
い
た
安
楽
御
厨
も
、
こ
の
戦
い
の
戦
況
に
応
じ
て
支

あ
ん
ら
く
み
く
り
や

配
者
が
二
転
三
転
し
た
。
文
明
五
年
十
月
初
旬
に
長
野
氏
が
取
り
戻
し
、

下
旬
に
は
再
び
関
氏
が
奪
取
し
、
十
一
月
に
は
再
び
長
野
氏
が
奪
回
し
て

い
る
。
こ
の
戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
に
は
神

福
寺
が
焼
亡
し
て
い
る
（
史

。）
840

京
都
で
は
文
明
五
年
（
一
四
七
三
）
三
月

守
護
一
色
氏
の
復
帰
と
撤
退

に
山
名
持
豊
が
亡
く
な
り
、
後
南
朝
の
擁
立
に
反
対
だ
っ
た
畠
山
義
就
ら

に
よ
り
小
倉
宮
の
皇
子
が
追
放
さ
れ
た
。
持
豊
の
後
を
追
う
よ
う
に
細
川

勝
元
も
同
年
五
月
に
病
没
し
、
東
西
両
軍
の
大
将
が
居
な
く
な
る
事
態
を

迎
え
た
。
十
一
月
に
は
将
軍
職
が
義
政
か
ら
実
子
の
義
尚
に
譲
ら
れ
、
翌

文
明
六
年
四
月
に
は
山
名
持
豊
の
子
政
豊
と
細
川
勝
元
の
子
政
元
と
が
和

ま
さ
と
よ

ま
さ
も
と

睦
を
結
び
、
七
年
間
に
わ
た
る
応
仁
の
乱
は
形
式
的
に
は
終
結
し
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
こ
の
和
睦
は
京
都
で
の
戦
闘
が
終
結
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ

け
で
、
畠
山
義
就
は
和
睦
に
よ
っ
て
政
長
に
守
護
職
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

を
恐
れ
、
河
内
国
に
下
っ
て
実
力
で
支
配
を
確
立
し
た
。
赤
松
氏
も
乱
中
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に
回
復
し
た
播
磨
国
な
ど
の
旧
領
を
山
名
氏
に
奪
わ
れ
ま
い
と
戦
い
を
続

は

り

ま

け
た
。

文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
五
月
、
西
軍
方
の
一
色
義
直
の
子
、
義
春
に

よ
し
は
る

伊
勢
国
守
護
職
が
返
還
さ
れ
た
。
し
か
し
北
畠
政
郷
は
納
得
せ
ず
、
伊
勢

に
入
部
し
よ
う
と
し
た
一
色
氏
の
軍
勢
を
打
ち
破
っ
た
（

大
乗
院
寺
社

『

雑
事
記

。
も
は
や
守
護
の
地
位
は
幕
府
の
命
令
一
つ
で
交
替
す
る
も
の

』
）

で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
八
月
に
幕
府
は
再
び
一
色
義
春
を
守
護
と

す
る
命
を
下
し
、
守
護
代
と
し
て
石
河
直
清
が
入
部
し
た
た
め
、
守
護
一

い
し
か
わ
な
お
き
よ

、

。

色
氏
と
結
ん
だ
長
野
氏
と

国
司
北
畠
氏
・
関
氏
と
の
抗
争
が
再
燃
し
た

当
初
は
長
野
氏
が
優
勢
だ
っ
た
が
、
翌
文
明
十
二
年
八
月
に
は
関
氏
が
勝

利
し
、
安
楽
御
厨
の
代
官
は
関
氏
一
門
の
峯
盛
長
が
知
行
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
長
沢
御
厨
の
代
官
職
も
長
野
氏
か
ら
峯
氏
に
移
っ
て
い
る
。

関
氏
と
守
護
一
色
氏
と
の
小
競
り
合
い
は
続
き
、
文
明
十
四
年
（
一
四

八
二
）
五
月
に
は
守
護
代
石
河
氏
が
関
盛
元
の
知
行
す
る
鈴
鹿
郡
豊
田
を

押

領

し
た
た
め
、
か
わ
っ
て
関
盛
元
が
守
護
代
の
知
行
す
る
三
重
郡
楠

お
う
り
ょ
う

（

）
。

、

警
固
を
押
さ
え
て
い
る

史

関
氏
は
奄
芸
郡
に
も
進
出
し
て
お
り

814

同
郡
尾
崎
郷
に
あ
る
神
宮
寄
進
地
の
知
行
に
つ
い
て
、
神
宮
か
ら
の
要
望

を
聞
い
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
こ
ろ
加
太
氏
は
守
護
代
の
被
官
に
な
っ
て

志
摩
国
泊
大
里
前
警
固
の
代
官
を
務
め
て
お
り
、
関
氏
と
距
離
を
置
い
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

伊
勢
国
に
は
諸
勢
力
が
分
立
し
、
相
互
に
入
り
組
む
複
雑
な
情
勢
に
な

っ
た
が
、
守
護
代
石
河
あ
て
の
書
状
は
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
八
月

を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
り
、
守
護
一
色
氏
の
勢
力
は
衰
え
た
よ
う
で
あ

る
（

内
宮
引
付

。
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
十
一
月
、
陸
奥
国
の

「

」
）

な
い
く
う
ひ
き
つ
け

む

つ

大
名
の
伊
達
成
宗
が
伊
勢
神
宮
に
参
宮
す
る
に
あ
た
り
、
細
川
政
元
の
後

だ

て

し
げ
む
ね

見
人
だ
っ
た
細
川
政
国
に
道
中
の
安
全
確
保
を
依
頼
し
た
。
政
国
は
伊
勢

国
で
の
安
全
の
た
め
、
北
畠
氏
・
長
野
氏
・
関
氏
の
三
方
へ
書
状
を
出
し

て
い
る
が
、
そ
こ
に
守
護
一
色
氏
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
。


