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南
朝
軍
の
三
度
目
の
豊
後
侵
攻
を
迎
え
た
大
友
氏
時
は
、
高
崎
山
城
に

立
て
こ
も
り
、
敵
襲
を
寄
せ
つ
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
守
り
に
徹
し
、
城

塞
を
出
て
戦
い
を
仕
掛
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

　
南
朝
軍
に
決
戦
を
挑
む
ほ
ど
の
、
対
等
の
兵
力
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
危
険
を
冒
す
つ
も
り
も
な
い
。

　
九
州
の
現
状
は
、
懐
良
親
王
、
菊
池
武
光
を
中
心
と
す
る
南
朝
軍
が
、

圧
倒
的
な
勢
力
を
維
持
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
足
利
の
幕
府
が
、
九

州
の
北
朝
軍
ば
ん
回
に
、
強
力
な
て
こ
入
れ
を
、
遠
か
ら
ず
必
ず
す
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
ま
で
〝
九
州
北
朝
軍
の
拠
点
は
こ
こ
に
あ
り
〟
と
、
抵
抗
の

旗
を
高
崎
山
上
に
高
く
か
か
げ
て
お
け
ば
い
い
、
と
氏
時
ら
は
、
待
ち
の

姿
勢
な
の
だ
。

　
南
朝
軍
の
高
崎
山
城
攻
め
は
、
い
っ
こ
う
に
成
果
が
あ
が
ら
ず
、
日
数

⑦
高
崎
山
城
落
ち
ず          

｜ 

南
朝
軍
ま
た
無
念
の
撤
退 

｜

を
重
ね
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
高
崎

山
城
は
、
そ
れ
ほ
ど
攻
め
難
い
堅
固

さ
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
戦
い
が
長
引
け
ば
、
兵
站
線
の
長

さ
が
悩
み
と
な
る
。
食
料
な
ど
の
現

地
調
達
に
も
限
度
が
あ
る
。
肥
後
の

基
地
か
ら
の
連
絡
は
、
志
賀
氏
房
ら

の
ゲ
リ
ラ
戦
法
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら

れ
て
い
る
。
兵
た
ち
の
不
安
は
つ
の

り
、
戦
意
も
に
ぶ
っ
て
き
た
。

　
攻
撃
を
か
け
て
か
ら
一
カ
月
目
。
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軍
議
は
つ
い
に
撤
退
を
決
め
た
。

　「
負
け
て
逃
げ
る
の
で
は
な
い
ぞ
。
出
直
す
の
だ
。
必
ず
や
目
に
も
の

見
せ
て
や
る
。
そ
れ
ま
で
の
お
あ
ず
け
ぞ
」

　
懐
良
親
王
は
、
夏
の
日
射
し
に
緑
の
か
が
や
き
を
増
し
た
高
崎
山
を
見

上
げ
、
口
惜
し
い
胸
の
う
ち
を
吐
き
出
さ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。

　
親
王
を
う
な
が
し
て
後
退
を
開
始
し
た
菊
池
武
光
の
無
念
さ
は
、
も
っ

と
大
き
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。ま
た
も
大
友
に
背
を
見
せ
て
退
く
の
だ
。

　「
再
び
こ
こ
に
来
て
決
戦
を
挑
ん
で
み
せ
る
」

　
と
、
幾
度
も
自
分
に
言
い
聞
か
せ
た
。

　
南
朝
軍
が
退
却
を
始
め
た
と
知
る
と
、
鳥
屋
城
の
志
賀
氏
房
は
、
今
度

は
先
ま
わ
り
を
し
て
退
路
に
待
ち
伏
せ
、
行
軍
に
疲
れ
た
軍
列
を
襲
撃
し

て
苦
し
め
た
。

　
戦
記
に
は
「
九
重
山
で
激
戦
」
と
あ
る
。
豊
後
国
志
な
ど
に
よ
る
と
、

九
重
山
は
現
在
の
久
住
山
を
主
峰
と
す
る
山
群
を
指
し
て
い
る
か
ら
、
こ

の
と
き
の
九
重
山
も
、
そ
の
山
群
の
中
の
い
ず
れ
か
の
山
を
指
し
た
も
の

だ
ろ
う
。
前
回
の
高
崎
山
城
攻
め
の
さ
い
の
退
路
の
「
八
丁
辻
」
が
現
在

の
「
八
丁
原
」
と
す
る
と
、
九
重
山
群
の
泉
水
山
、
黒
岩
山
、
猟
師
山
な

ど
の
西
麓
の
谷
道
を
抜
け
て
肥
後
へ
入
っ
た
の
だ
か
ら
、
今
回
も
こ
の
道

を
た
ど
っ
た
の
だ
ろ
う
。
九
重
山
群
の
谷
道
を
行
く
南
朝
軍
の
長
い
列
を

断
ち
切
る
よ
う
に
、
や
ぶ
や
岩
か
げ
に
伏
せ
て
ゲ
リ
ラ
戦
を
展
開
す
る
志

賀
勢
と
、
幾
度
も
激
し
い
衝
突
が
あ
っ
た
の
だ
。

　
強
力
な
南
朝
軍
の
侵
攻
を
、
二
度
と
も
撃
退
し
た
豊
後
大
友
の
奮
戦
ぶ

り
は
、
京
都
の
幕
府
に
も
聞
こ
え
た
。

　
幕
府
の
出
先
機
関
で
あ
る
博
多
の
九
州
探
題
は
、
南
朝
軍
に
占
拠
さ
れ

た
ま
ま
で
あ
り
、
北
朝
側
に
味
方
す
る
は
ず
の
各
地
の
武
将
は
、
南
朝
側
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の
優
勢
に
対
し
て
、
な
り
を
潜
め
て
い
る
あ
り
さ
ま
だ
。
そ
の
中
に
あ
っ

て
豊
後
の
大
友
が
、
高
崎
山
城
で
南
朝
軍
の
猛
攻
に
屈
し
な
い
健
在
ぶ
り

を
み
せ
て
い
る
こ
と
は
、九
州
北
朝
軍
ば
ん
回
へ
の
希
望
の
灯
で
あ
っ
た
。

　「
強
い
支
援
を
。
有
力
な
探
題
の
派
遣
を
」
と
、
豊
後
か
ら
矢
の
催
促

を
受
け
、
足
利
尊
氏
も
幾
度
も
探
題
派
遣
を
こ
こ
ろ
み
た
が
、
皆
う
ま
く

い
か
な
い
ま
ま
で
、
気
に
し
な
が
ら
他
界
し
て
し
ま
っ
た
。
あ
と
を
継
い

だ
義
詮
も
、
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
、
気
ば
か
り
あ
せ
っ
て
実
現
で
き
な

い
で
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
の
度
の
大
友
方
の
二
度
に
わ
た
る
戦
勝
で
あ

る
。
義
詮
と
し
て
も
、
こ
れ
以
上
九
州
に
対
し
て
無
策
で
は
い
ら
れ
な
い

思
い
で
あ
っ
た
。
が
さ
て
、
適
任
者
の
人
選
と
な
る
と
容
易
で
な
い
。
優

勢
な
南
朝
軍
と
激
突
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
戦
勝
の
見
通
し
も
立
た

な
い
。
そ
ん
な
九
州
で
苦
労
し
よ
う
と
い
う
勇
将
は
容
易
に
み
つ
か
ら
な

か
っ
た
。

　
義
詮
が
、
よ
う
や
く
管
領
斯
波
高
経(

し
ば
た
か
つ
ね)
の
子
氏
経
を

九
州
探
題
職
に
起
用
し
出
向
を
命
じ
た
の
は
正
平
十
六
年
（
北
朝
・
康
安

元
年 

︱ 

一
三
六
一
）
六
月
で
あ
っ
た
。

　
斯
波
氏
経
は
強
力
な
軍
勢
を
率
い
、
作
戦
を
練
っ
て
九
州
に
上
陸
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
六
月
に
京
都
を
出
発
し
た
の
だ
が
、
海
路
豊
後
の
高
崎

山
城
に
入
っ
た
の
は
十
月
で
あ
っ
た
。
京
都
か
ら
豊
後
ま
で
四
カ
月
も
か

け
て
い
る
。
し
ぶ
し
ぶ
や
っ
て
来
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
南
北
朝
動
乱
を
記
述
し
た
『
太
平
記
』
に
は
、
斯
波
氏
経
は
九
州
下
向

⑧
南
朝
軍
、
府
内
を
占
領
　   

｜ 

万
寿
寺
を
本
陣
に
猛
攻 

｜
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の
と
き
、
遊
女
を
引
き
連
れ
て
行
っ

た
、
そ
う
い
う
心
掛
け
で
は
何
が
で

き
る
も
の
か
、
と
凡
庸
ぶ
り
を
笑
っ

て
い
る
。

　
氏
経
が
北
九
州
に
上
陸
せ
ず
、
高

崎
山
城
に
入
っ
た
の
は
、
九
州
の
中

で
は
、
こ
こ
が
一
番
安
全
と
見
た
か

ら
だ
。
彼
は
高
崎
山
城
を
仮
の
九
州

探
題
の
館
と
し
、
九
州
各
地
の
北
朝

側
武
将
に
、
指
示
・
命
令
を
出
し
て

い
る
。

　
大
友
氏
時
と
し
て
は
、
九
州
北
朝
軍
の
戦
力
を
高
揚
す
る
、
頼
り
が
い

の
あ
る
探
題
職
の
九
州
上
陸
を
期
待
し
て
い
た
の
に
、
遊
女
ま
で
連
れ
て

来
て
、
城
内
に
居
座
ら
れ
た
の
で
は
、
将
兵
の
士
気
に
も
影
響
す
る
、
と

に
が
に
が
し
い
思
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
つ
い
態
度
に
も
現
れ
る
と
み

え
、
北
朝
側
に
傾
い
て
い
る
肥
後
の
阿
蘇
大
宮
司
・
阿
蘇
惟
村(
こ
れ
む

ら)

に
氏
経
が
送
っ
た
書
状
に
、「
大
友
は
動
い
て
く
れ
な
い
。
頼
り
に

な
る
の
は
惟
村
殿
だ
け
だ
」

　
と
い
う
意
味
の
愚
痴
を
述
べ
て
、
協
力
を
依
頼
し
て
い
る
。
し
か
し
一

度
だ
け
、
大
友
氏
時
と
協
力
し
て
戦
果
を
あ
げ
て
い
る
。
高
崎
山
城
に
氏

経
が
入
っ
て
十
カ
月
後
の
正
平
十
七
年
（
一
三
六
二)

八
月
、
高
崎
山
城

を
出
て
、
豊
前
ま
で
遠
征
し
た
。

　
こ
こ
に
は
菊
池
氏
の
一
族
菊
池
武
盛
が
守
護
代
と
し
て
南
朝
側
か
ら
派

遣
さ
れ
て
い
た
。
斯
波
・
大
友
の
豊
前
侵
攻
は
、
こ
れ
を
討
っ
て
豊
前
の

郷
士
た
ち
を
味
方
に
引
き
入
れ
る
こ
と
と
、
九
州
探
題
の
存
在
を
示
し
た
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か
っ
た
の
だ
。
兵
力
の
乏
し
か
っ
た
菊
池
武
盛
は
討
ち
取
ら
れ
、
将
兵

五
十
余
人
が
戦
死
し
た
。
豊
前
衆
の
大
半
は
北
朝
側
に
つ
き
、
豊
前
遠
征

は
一
応
成
功
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
武
盛
を
殺
さ
れ
た
菊
池
武
光
の
怒
り
は
大
き
か
っ
た
。
思
え
ば
、
高
崎

山
城
攻
め
の
失
敗
か
ら
早
や
三
年
に
な
る
。
必
ず
出
直
し
て
攻
め
落
と
し

て
み
せ
る
、
と
心
に
誓
っ
て
撤
退
し
た
の
だ
。
し
か
し
長
途
の
遠
征
で
消

耗
し
た
戦
力
の
回
復
や
、
好
機
を
う
か
が
う
の
に
思
わ
ぬ
歳
月
を
費
や
し

て
し
ま
っ
た
。

　「
豊
後
の
大
友
に
、
豊
前
ま
で
我
が
も
の
顔
に
荒
ら
さ
れ
た
と
あ
っ
て

は
、
も
は
や
差
し
置
い
て
は
お
け
ぬ
。
武
盛
の
仇
も
討
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

出
陣
の
用
意
を
…
」

　
懐
良
親
王
、
菊
池
武
光
の
南
朝
軍
が
、
三
度
目
の
高
崎
山
城
攻
め
に
来

襲
し
た
の
は
、
こ
の
年
九
月
三
日
で
あ
る
。

　
今
度
は
、
府
内
も
占
領
し
、
万
寿
寺
を
本
陣
と
し
て
猛
攻
を
開
始
し
た
。

　
大
友
の
城
下
町
で
あ
る
府
内
を
、
南
朝
軍
の
手
中
に
す
っ
か
り
収
め
、

高
崎
山
城
を
孤
立
状
態
に
し
て
攻
め
立
て
る
戦
法
だ
。
城
が
陥
落
す
る
ま

で
は
退
か
ぬ
と
い
う
激
し
さ
が
城
中
に
も
伝
わ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　
大
友
勢
と
し
て
は
、
城
の
守
り
は
固
い
と
自
負
し
て
は
い
る
も
の
の
、

府
内
を
さ
ん
ざ
ん
に
荒
ら
さ
れ
、
高
崎
山
城
は
完
全
包
囲
さ
れ
て
長
期
戦

に
持
ち
こ
ま
れ
る
と
、
ど
こ
か
ら
ほ
こ
ろ
び
が
出
る
か
わ
か
ら
な
い
。
包

囲
軍
の
後
方
攪
乱(

か
く
ら
ん)

に
期
待
さ
れ
て
い
た
志
賀
氏
房
の
軍
は
、

南
朝
軍
が
警
戒
を
厳
に
し
て
、
鳥
屋
城
か
ら
の
要
路
も
押
さ
え
ら
れ
て
い

る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

　
危
な
い
と
感
じ
た
大
友
氏
時
は
、
肥
後
の
阿
蘇
大
宮
司
・
阿
蘇
惟
村
に

密
使
を
走
ら
せ
た
。
阿
蘇
惟
村
は
肥
後
の
名
門
で
、
宮
司
で
は
あ
る
が
兵
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力
を
蓄
え
て
い
る
。
肥
後
で
、
菊
池
氏
に
対
抗
で
き
る
勢
力
は
阿
蘇
氏
だ

け
だ
っ
た
。

　
阿
蘇
氏
は
、
南
北
両
朝
に
分
裂
し
た
当
初
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
南
朝

色
が
濃
く
、
懐
良
親
王
が
幼
に
し
て
征
西
大
将
軍
と
し
て
九
州
に
入
っ
た

と
き
、
阿
蘇
氏
に
頼
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
、
阿
蘇

氏
の
兄
弟
間
に
争
い
ご
と
が
あ
っ
て
も
め
て
い
た
た
め
避
け
た
と
い
う
い

き
さ
つ
が
あ
る
。

　
そ
の
後
、
菊
池
氏
に
懐
良
親
王
が
迎
え
ら
れ
、
九
州
南
朝
軍
の
中
心
勢

力
と
し
て
、
菊
池
氏
が
頭
角
を
現
す
に
至
っ
て
、
阿
蘇
氏
の
影
が
薄
れ
て

き
た
。
ま
た
肥
後
国
内
で
は
対
立
す
る
勢
力
だ
か
ら
、
菊
池
氏
と
の
仲
は

決
し
て
円
滑
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
阿
蘇
氏
は
し
だ
い
に
北
朝
側
に
傾

く
態
度
を
み
せ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
大
友
氏
時
が
密
使
に
持
た
せ
た
、
阿
蘇
大
宮
司
・
阿
蘇
惟
村
へ
の
書
状

に
は
「
あ
な
た
が
北
朝
側
に
味
方
し
、
高
崎
山
城
を
包
囲
し
て
い
る
南
朝

軍
の
背
後
を
襲
っ
て
下
さ
る
な
ら
、
現
在
私
が
所
持
し
て
い
る
肥
後
国
の

守
護
職
・
所
領
や
日
田
荘
な
ど
を
、
あ
な
た
に
譲
り
渡
す
こ
と
を
約
束
し

ま
す
。
ご
決
断
を
い
た
だ
き
た
い
」と
い
う
内
容
が
し
た
た
め
て
あ
っ
た
。

　
氏
時
は
、
足
利
幕
府
に
忠
実
、
か
つ
め
ざ
ま
し
い
活
躍
に
よ
っ
て
、
将

軍
義
詮
に
信
頼
さ
れ
、所
領
の
増
額
や
所
職
を
新
た
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。

肥
後
の
守
護
職
を
三
年
前
（
北
朝
・
延
文
四
年 

︱ 

一
三
五
九
）
に
与
え

ら
れ
た
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
肥
後
守
護
職
な
ど
を
、
阿
蘇
惟
村
に
譲
る
約
束
を
す
る
に
つ
い
て

⑨
危
機
を
救
っ
た
阿
蘇
軍      

｜ 

南
朝
軍
の
背
後
を
襲
う 

｜
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は
、
す
で
に
「
阿
蘇
氏
を
味
方
に
付
け
る
た
め
譲
渡
し
た
い
」
と
幕
府
に

申
し
出
て
、
義
詮
の
内
諾
を
得
て
い
た
。

　
阿
蘇
惟
村
は
、
氏
時
の
要
請
に
応
じ
た
。

　
強
力
な
援
軍
を
率
い
た
惟
村
は
、
長
駆
豊
後
に
侵
入
し
、
高
崎
山
城
を

囲
む
南
朝
軍
の
背
後
に
迫
っ
た
。

　
菊
池
武
光
ら
は
仰
天
し
た
。
ま
さ
か
肥
後
の
阿
蘇
氏
が
、
大
友
を
助
け
る

た
め
に
軍
事
行
動
を
起
こ
そ
う
と
は 

︱ 

。
今
度
こ
そ
は
、
断
じ
て
高
崎
山

城
が
落
ち
る
ま
で
は
囲
み
を
と
か
ぬ
と
、
城
下
町
府
内
を
も
占
拠
し
、
勝
利

へ
の
自
信
さ
え
の
ぞ
か
せ
て
い
た
の
に
、
思
い
が
け
ぬ
事
態
と
な
っ
た
。

　
緊
急
軍
議
の
結
果
、
ま
た
ま
た
無
念
の
撤
退
を
決
め
た
。
阿
蘇
勢
と
の

衝
突
を
避
け
て
、
退
却
に
移
っ
た
の
は
十
一
月
。
万
寿
寺
を
本
拠
に
し
て

高
崎
山
城
攻
撃
を
始
め
て
か
ら
二
カ
月
余
、
霜
月
の
冷
た
い
風
の
中
を
退

却
し
て
い
っ
た
。

　
菊
池
武
光
は
、
こ
の
ま
ま
す
ご

す
ご
と
肥
後
へ
引
き
揚
げ
た
の
で

は
、
腹
の
虫
が
お
さ
ま
ら
な
い
。

そ
こ
で
引
き
揚
げ
る
軍
を
反
転
さ

せ
て
、
志
賀
氏
房
の
拠
る
、
大
野

荘
の
鳥
屋
城
を
包
囲
さ
せ
た
。
二

度
目
の
包
囲
戦
だ
。

　
前
回
の
包
囲
攻
撃
は
、
中
途
で

打
ち
切
っ
て
、
高
崎
山
城
へ
転
じ

た
。
無
念
の
思
い
出
が
あ
る
。
南

朝
軍
と
し
て
は
、
素
通
り
で
き
な

い
城
で
あ
っ
た
。
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　「
せ
め
て
、
氏
房
め
に
目
に
も
の
見
せ
て
や
ら
ね
ば
、
肥
後
へ
お
め
お

め
帰
れ
ぬ
わ
。
一
同
、
こ
こ
で
手
柄
を
立
て
よ
」

　
武
光
は
部
下
を
督
励
し
、
本
陣
を
城
久
保(

じ
ょ
う
ん
く
ぼ)

と
い
う

と
こ
ろ
へ
置
い
て
城
を
に
ら
み
す
え
た
。

　
天
然
の
要
害
は
強
い
。
腰
を
す
え
て
一
カ
月
あ
ま
り
攻
め
た
が
戦
果
が

あ
が
ら
な
い
。
そ
こ
で
最
後
の
手
段
と
し
て
火
攻
め
を
考
え
た
。

　
雪
は
ま
だ
積
も
ら
ず
、
冬
枯
れ
の
山
す
そ
は
、
火
を
得
る
と
た
ち
ま
ち

火
勢
を
つ
の
ら
せ
て
、
山
頂
へ
燃
え
広
が
る
。
火
に
巻
か
れ
れ
ば
、
城
兵

は
逃
げ
出
し
て
来
る
。
そ
こ
を
討
ち
取
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
だ
。
作
戦
ど

お
り
火
は
音
を
立
て
て
、
ど
っ
と
頂
上
へ
向
か
っ
て
燃
え
上
が
っ
た
。

　
炎
と
煙
に
巻
か
れ
、
城
外
へ
追
い
出
さ
れ
た
志
賀
勢
は
、
待
ち
か
ま
え

た
南
朝
軍
と
必
死
の
戦
い
を
展
開
し
た
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
志
賀
勢
は
、

近
地
宗
房
と
い
う
武
将
が
戦
死
、
他
に
討
ち
死
に
二
人
、
負
傷
十
四
人
。

南
朝
軍
も
、
鬼
塚
左
衛
門
次
郎
と
い
う
武
将
の
討
ち
死
に
の
ほ
か
負
傷
者

が
幾
人
も
出
た
。

　
将
兵
の
損
害
か
ら
み
る
と
、
小
規
模
な
戦
闘
で
、
い
わ
ば
相
撃
ち
の
か

た
ち
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
山
城
を
焼
き
払
っ
た
分
だ
け
南
朝
軍
の
勝
ち

と
い
え
そ
う
だ
。こ
う
し
て
冬
の
久
住
を
越
え
て
、南
朝
軍
は
肥
後
へ
帰
っ

て
い
っ
た
。

　
懐
良
親
王
、
菊
池
武
光
の
率
い
る
南
朝
軍
は
三
度
目
の
高
崎
山
城
攻
め

に
も
失
敗
し
た
。
し
か
し
相
変
わ
ら
ず
意
気
盛
ん
で
、
九
州
の
大
半
を
押

さ
え
、
豊
後
の
大
友
は
孤
立
状
態
に
あ
っ
た
。

　
九
州
北
朝
軍
の
立
て
直
し
に
来
た
は
ず
の
、
斯
波
氏
経
は
、
高
崎
山

城
に
こ
も
っ
た
ま
ま
、
ほ
と
ん
ど
な
す
こ
と
も
な
く
日
を
重
ね
た
。
幕

府
も
業
を
に
や
し
た
と
み
え
、
正
平
十
九
年
（
北
朝
・
貞
治
三
年 

︱ 
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一
三
六
四
年
）、
氏
経
の
探
題
職
を
解
任
し
、
京
都
に
呼
び
戻
し
た
。
氏

経
が
高
崎
山
城
に
入
っ
て
三
年
目
で
あ
っ
た
。

　
幕
府
は
、
氏
経
の
後
任
に
渋
川
義
行
を
派
遣
し
た
が
、
こ
の
男
も
凡
将

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
九
州
の
地
を
踏
む
こ
と
な
く
帰
京
し
て
い
る
。

　
こ
ん
な
状
態
の
ま
ま
、
幕
府
は
将
軍
義
詮
が
病
没
し
、
義
満
が
あ
と
を

継
い
だ
の
が
正
平
二
十
二
年
（
北
朝
・
貞
治
六
年
）
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
翌
年
に
は
大
友
氏
時
が
病
没
し
た
。

　
大
友
氏
時
の
跡
継
ぎ
に
は
、
長
男
の
氏
継
が
い
た
。
氏
継
は
、
氏
時
が

死
ぬ
三
年
前
に
元
服
し
、
こ
の
と
き
大
友
本
家
の
家
督
を
継
い
で
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
た
わ
け
か
氏
時
の
死
後
、
大
友
本
家
は
氏
継
の
弟
の

親
世
が
入
っ
て
采
配
を
振
る
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
氏
継
は
南
朝
側
に

転
向
し
て
い
る
形
跡
が
あ
る
。

　
な
ぜ
こ
う
な
っ
た
の
か
。
先
行
き
不
透
明
な
激
動
時
代
の
渦
中
に
あ
る

地
方
の
支
配
者
が
、
生
き
残
る
た
め
の
工
作
を
し
た
の
だ
と
い
う
見
方
が

あ
る
。

　『
豊
後
大
友
物
語
』
を
著
し
た
狭
間
久
氏
は
、
氏
継
は
偽
装
の
転
向
で

は
な
か
っ
た
か
と
ナ
ゾ
解
き
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
北
朝
、
南
朝
ど
ち

ら
が
天
下
を
制
し
て
も
、
大
友
家
が
生
き
残
る
に
は
、
両
方
に
分
か
れ
て

い
れ
ば
い
い
わ
け
で
、
氏
継
・
親
世
兄
弟
の
間
に
密
約
が
あ
っ
た
の
だ
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
証
拠
に
は
、
後
に
親
世
の
後
継
者
に
、
氏
継
の
子
の
親
著
を
立
て

て
い
る
。〝
も
し
も
南
朝
側
が
勝
て
ば
氏
継
が
大
友
家
を
握
っ
て
、
氏
継

⑩
４
度
目
の
包
囲
戦
　         

｜ 

今
川
氏
の
豊
後
入
り
で 

｜
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の
後
継
者
に
親
世
の
子
を
立
て
る
。
北
朝
側
が
勝
て
ば
そ
の
逆
〟
と
い
う

約
束
の
も
と
に
、
氏
継
は
南
朝
側
に
走
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
大
友
親
世
が
城
主
と
な
っ
た
高
崎
山
城
は
、
九
州
北
朝
側
の
唯
一
の
拠

点
と
し
て
相
変
わ
ら
ず
孤
塁
を
守
り
、
北
朝
側
の
ば
ん
回
を
待
ち
望
ん
で

い
た
。
し
か
し
斯
波
氏
経
が
去
っ
た
後
、
ま
た
も
九
州
探
題
は
空
席
の
ま

ま
で
あ
り
、
幕
府
か
ら
頼
も
し
い
支
援
の
さ
た
が
な
い
。

　
そ
の
幕
府
は
、
将
軍
を
継
い
だ
義
満
が
ま
だ
十
歳
の
子
供
で
、
細
川
頼

之
の
執
政
下
に
あ
り
、
内
政
に
手
い
っ
ぱ
い
で
、
九
州
の
こ
と
ま
で
考
え

る
ゆ
と
り
が
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
豊
後
で
は
、
大
友
の
支
族
で
あ
り
、
大
友
本
家
の
後
見

役
を
自
任
し
、
幕
府
の
信
頼
も
厚
い
国
東
の
田
原
氏
が
、
剛
直
な
直
貞
か

ら
孫
の
氏
能
の
代
と
な
り
、
め
き
め
き
と
実
力
を
伸
ば
し
て
い
た
。
氏
能

は
、
九
州
北
朝
側
の
衰
退
で
、
豊
後
大
友
家
が
孤
立
状
態
に
あ
る
の
が
心

配
で
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
家
に

代
わ
っ
て
直
接
京
に
上
り
、
九
州

の
実
状
を
訴
え
、
救
援
を
要
請
す

る
な
ど
行
動
を
起
こ
し
た
。
国
東

か
ら
は
、
氏
能
の
ほ
か
に
も
、
富

来
忠
茂
、
都
甲
三
郎
四
郎
、
木
付

頼
直
ら
も
京
に
上
っ
て
陳
情
し
て

い
る
。

　
国
東
地
方
の
武
将
は
、
足
利
尊

氏
の
時
代
か
ら
、
大
友
本
家
と
共

に
尊
氏
に
従
っ
て
行
動
を
共
に
し
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て
い
る
、
根
っ
か
ら
の
北
朝
側
だ
か
ら
、
九
州
の
現
状
が
心
配
で
な
ら
な

い
の
だ
。

　
幕
府
が
よ
う
や
く
強
力
な
武
将
を
得
て
腰
を
あ
げ
た
の
が
建
徳
元
年

（
北
朝
・
応
安
三
年
－
一
三
七
〇
年
）
六
月
で
あ
っ
た
。
実
力
派
で
あ
る

今
川
貞
世
（
了
俊
）
を
九
州
探
題
に
起
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
了
俊
は
探
題
職
を
引
き
受
け
た
あ
と
、
田
原
氏
能
あ
て
に
「
九
州
へ
下

る
節
は
よ
ろ
し
く
頼
む
」
と
い
う
、
応
援
依
頼
の
書
状
を
送
っ
て
い
る
。

本
腰
を
入
れ
て
や
る
気
が
う
か
が
え
る
。

　
了
俊
は
、
周
到
な
作
戦
を
練
っ
た
。
ま
ず
豊
後
と
北
九
州
の
二
方
に
上

陸
し
て
、
南
朝
軍
を
分
散
さ
せ
、
北
九
州
で
は
、
沈
黙
し
て
い
る
郷
士
の

武
力
を
味
方
に
結
集
し
て
南
朝
軍
に
当
た
る
戦
略
だ
。

　
作
戦
を
開
始
し
た
の
は
翌
年
の
二
月
。
了
俊
は
京
都
を
出
発
し
た
。
そ

し
て
、
ま
ず
息
子
の
義
範
を
先
発
さ
せ
、
豊
後
の
高
崎
山
城
へ
向
か
わ
せ

た
。

　
今
川
義
範
の
豊
後
入
り
を
護
衛
し
た
の
は
、
国
東
半
島
の
〝
浦
辺
衆
〟、

す
な
わ
ち
水
軍
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
指
揮
し
た
の
は
田
原
氏
能
、
都
甲
三

郎
四
郎
、
木
付
頼
直
ら
で
あ
っ
た
。

　
備
後
国
か
ら
海
路
を
豊
後
へ
直
行
し
、
七
月
二
日
の
夜
、
高
崎
山
城
へ

入
っ
た
。

　
今
川
氏
が
九
州
探
題
と
し
て
豊
後
に
上
陸
し
た
こ
と
は
、
南
朝
側
に
す

ぐ
わ
か
っ
た
。

　
菊
池
武
光
は
、
今
度
こ
そ
高
崎
山
城
を
落
と
さ
ね
ば
退
か
ぬ
と
四
度
目

の
軍
を
起
こ
し
た
。
正
平
十
三
年
（
一
三
五
八)

の
第
一
回
高
崎
山
城
攻

め
か
ら
二
度
、
三
度
と
攻
め
、
早
や
十
三
年
の
歳
月
を
経
て
い
る
。

　
ま
ず
先
発
に
息
子
の
菊
池
武
政
を
将
と
し
て
豊
後
に
な
だ
れ
込
ま
せ
た
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の
が
七
月
二
十
六
日
。
続
い
て
武
光
の
大
部
隊
が
、
伊
倉
宮
良
成
親
王
を

奉
じ
て
、
府
内
に
攻
め
入
り
、
ま
た
も
万
寿
寺
を
本
拠
と
し
て
、
高
崎
山

城
包
囲
戦
を
展
開
し
た
。

　
四
度
目
の
高
崎
山
城
攻
め
を
指
揮
し
た
良
成
親
王
は
後
村
上
天
皇
の
皇

子
で
、
懐
良
親
王
の
甥(
お
い)

に
当
た
る
。
懐
良
親
王
は
自
分
の
後
継

者
に
と
、
吉
野
か
ら
呼
び
寄
せ
、
九
州
南
朝
軍
の
指
揮
を
と
ら
せ
る
こ
と

に
し
た
の
だ
。
こ
の
合
戦
が
良
成
親
王
に
と
っ
て
は
、
九
州
に
お
け
る
本

格
的
な
戦
闘
の
初
体
験
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
今
川
了
俊
は
、
弟
の
頼
泰
（
仲
秋
）
を
肥
前
の
松
浦
へ
上
陸
さ

せ
た
。
こ
こ
で
松
浦
党
に
代
表
さ
れ
る
肥
前
国
の
中
小
土
豪
を
味
方
に
引

き
入
れ
て
結
集
。
九
州
南
朝
軍
の
本
拠
と
も
い
え
る
大
宰
府
へ
向
け
て
進

撃
を
開
始
し
た
。

　
了
俊
自
身
は
、
こ
の
年
十
二
月
中
旬
に
豊
前
に
上
陸
し
門
司
に
陣
を
敷

い
た
。
了
俊
は
手
勢
三
百
騎
の
小
部
隊
で
あ
っ
た
が
、
途
中
で
、
長
門
、

周
防
の
守
護
大
名
大
内
義
弘
の
応
援
を
取
り
付
け
、
門
司
に
陣
を
敷
い
た

と
き
に
は
四
千
騎
の
大
勢
力
に
な
っ
て
い
た
。

　
良
成
親
王
を
奉
じ
た
菊
池
武
光
の
高
崎
山
城
攻
撃
は
、
ま
た
も
難
渋
を

極
め
た
。
ま
さ
に
執
念
と
も
い
え
る
、
南
朝
軍
四
度
目
の
高
崎
山
城
包
囲

戦
に
、
武
光
は
あ
ら
ん
限
り
の
手
を
尽
く
し
て
攻
め
立
て
た
。
し
か
し
高

崎
山
城
は
、
文
字
ど
お
り
難
攻
不
落
で
あ
っ
た
。

　
山
城
に
こ
も
る
軍
の
泣
き
ど
こ
ろ
は
、
食
料
と
水
で
あ
る
。
高
崎
山
城

は
、
も
ち
ろ
ん
十
分
な
用
意
は
し
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
包
囲
が
長
引
け
ば

⑪
九
州
北
朝
軍
ば
ん
回
　       

｜ 

60
年
の
長
い
動
乱
に
幕 

｜
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外
か
ら
の
補
給
が
必
要
で
あ
る
。
高

崎
山
の
北
側
は
海
に
急
坂
を
な
し
て

な
だ
れ
込
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
の
方

面
は
包
囲
陣
は
手
抜
か
り
に
な
り
が

ち
で
、
ろ
う
城
軍
に
と
っ
て
は
大
切

な
食
料
の
搬
入
路
と
な
る
。
水
は
東

側
山
腹
に
豊
か
な
わ
き
水
が
あ
る
か

ら
、
こ
こ
を
守
り
さ
え
す
れ
ば
不
自

由
は
し
な
い
。
海
上
か
ら
も
運
ば
れ

る
。

　
今
川
義
範
を
案
内
し
て
高
崎
山
城

に
入
り
、
大
友
親
世
の
指
揮
す
る
ろ
う
城
軍
に
加
わ
っ
た
田
原
氏
能
の
軍

忠
状
に
よ
る
と
、
菊
池
武
光
の
主
力
軍
が
包
囲
攻
撃
を
開
始
し
た
八
月
六

日
か
ら
翌
年
正
月
三
日
に
包
囲
を
解
く
ま
で
の
百
五
十
余
日
の
間
に
、
百

度
を
越
す
合
戦
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
城
は
動
じ
な
か
っ

た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
菊
池
の
主
力
軍
が
高
崎
山
城
に
膠
着(

こ
う
ち
ゃ
く)

し
て
い
る
間
に
、
豊
前
に
上
陸
し
た
今
川
了
俊
の
軍
と
、
肥
前
に
上
陸
し

た
今
川
頼
泰
の
軍
は
、
二
方
か
ら
大
宰
府
へ
進
撃
し
て
行
っ
た
。

　
大
宰
府
に
は
、
九
州
南
朝
軍
の
中
心
で
あ
る
懐
良
親
王
と
菊
池
軍
が
い

た
が
、主
力
は
高
崎
山
城
攻
め
に
割
い
て
い
る
の
で
、守
り
は
手
薄
で
あ
っ

た
。

　
危
険
を
感
じ
た
親
王
は
、
高
崎
山
城
を
攻
め
て
い
る
菊
池
武
光
に
、
救

援
を
求
め
る
急
使
を
送
っ
た
。

　「
大
宰
府
危
う
し
」
と
聞
け
ば
捨
て
て
は
お
け
な
い
。
高
崎
山
城
の
囲
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み
を
解
い
て
で
も
駆
け
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

　「
ま
た
も
高
崎
山
に
背
を
見
せ
て
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か 

︱ 

。
運
の
強

い
大
友
め
よ
」

　
武
光
は
、
冬
空
に
く
っ
き
り
と
稜
線
を
見
せ
て
い
る
高
崎
山
を
、
歯
ぎ

し
り
す
る
思
い
で
見
上
げ
な
が
ら
、
全
軍
の
転
戦
を
命
じ
た
。
文
中
元
年

（
北
朝
・
応
安
五
年
－
一
三
七
二
年
）
正
月
三
日
で
あ
る
。

　
豊
後
か
ら
転
進
し
た
菊
池
軍
の
主
力
は
急
行
軍
で
大
宰
府
に
到
着
し
、

今
川
了
俊
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
陣
を
張
っ
た
。
し
か
し
了
俊
の
ね
ば
り
強

い
戦
略
に
は
勝
て
ず
、
こ
の
年
の
八
月
に
大
宰
府
は
落
ち
た
。
こ
の
た
め

懐
良
親
王
は
、
高
良
山
（
現
・
久
留
米
市
）
に
退
い
て
、
こ
こ
を
九
州
南

朝
軍
の
根
拠
地
と
し
た
。

　
大
宰
府
を
取
り
戻
し
、
九
州
探
題
の
本
拠
を
構
え
た
了
俊
は
、
九
州
諸

国
の
南
朝
側
武
士
に
、
い
ろ
い
ろ
な
好
条
件
を
示
し
て
誘
降
策
を
活
発
に

展
開
す
る
と
共
に
、
軍
事
活
動
を
す
す
め
て
、
北
朝
側
勢
力
の
拡
大
に
努

め
た
。

　
南
朝
側
の
中
心
勢
力
で
あ
っ
た
肥
後
の
菊
池
氏
は
、
大
宰
府
撤
退
の
翌

年
に
武
光
が
病
死
し
、
あ
と
を
継
い
だ
長
男
の
武
政
も
、
そ
の
翌
年
死
没

す
る
と
い
う
悲
運
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
れ
を
機
会
に
懐
良
親
王
と
菊
池
軍

は
、
高
良
山
を
捨
て
て
肥
後
へ
退
い
た
。

　
そ
の
後
、
懐
良
親
王
は
、
征
西
大
将
軍
職
を
良
成
親
王
に
譲
っ
て
引
退

し
た
。
こ
う
し
て
九
州
南
朝
軍
の
勢
力
は
、
急
速
に
衰
え
て
い
っ
た
。

　
南
朝
と
北
朝
が
和
解
し
、
一
つ
と
な
っ
た
の
は
元
中
九
年
（
北
朝
・
明

徳
三
年 

︱ 

一
三
九
二
年
）
で
あ
る
。
約
六
十
年
に
わ
た
る
長
い
動
乱
に
、

九
州
北
朝
軍
の
か
な
め
の
役
を
遂
げ
た
の
が
豊
後
の
高
崎
山
城
で
あ
っ

た
。
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　オオイタデジタルブックは、大分合同新聞社と学校法

人別府大学が、大分の文化振興の一助となることを願っ

て立ち上げたインターネット活用プロジェクト「NAN-

NAN（なんなん）」の一環です。

　NAN-NAN では、大分の文化と歴史を伝承していくう

えで重要な、さまざまな文書や資料をデジタル化して公

開します。そして、読者からの指摘・追加情報を受けな

がら逐次、改訂して充実発展を図っていきたいと願って

います。情報があれば、ぜひ NAN-NAN 事務局にお寄せ

ください。

　NAN-NAN では、この「ロマンを追って」以外にもデ

ジタルブック等をホームページで公開しています。イン

ターネットに接続のうえ下のボタンをクリックすると、

ホームページが立ち上がります。まずは、クリック！！！

◇
著
者
略
歴
◇
渡
辺
克
己

　
大
分
県
佐
賀
関
町
木
佐
上
出
身
。

大
正
二
年
生
ま
れ
。
朝
鮮
京
城
で
新

聞
記
者
。
終
戦
で
引
き
揚
げ
、
大
分

合
同
新
聞
記
者
。
こ
ど
も
新
聞
、
学

芸
部
等
の
部
長
を
経
て
調
査
部
長
を

最
後
に
昭
和
四
十
三
年
定
年
退
社
。

昭
和
二
十
七
年
か
ら
同
四
十
三
年
ま

で
大
分
市
社
会
教
育
委
員
、
昭
和

四
十
三
年
か
ら
同
四
十
八
年
ま
で
民

生
児
童
委
員
。

　
郷
土
史
を
研
究
し
「
大
分
今
昔
」

「
豊
後
の
磨
崖
仏
散
歩
」「
国
東
古
寺

巡
礼
」「
忠
直
卿
狂
乱
始
末
」「
真
説
・

山
弥
長
者
」
等
の
著
書
。
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