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2は名古屋市緑区有松町桶狭間北二丁目で、当時は桶廻間村。
本書ではこの地で最初の戦があったとしており、「有松桶狭間」または「桶廻間村」と表示して
います。
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は豊明市栄町南舘で、当時は大脇村。昭和十二年に国から「桶狭間古戦場伝説地」として史跡
に指定されている、本書では主戦場とし「豊明史跡」と表示しています。
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は
じ
め
に

　

桶
狭
間
合
戦
は
、
二
万
五
千
の
大
軍
で
尾
張
へ
攻
め
て
き
た
駿す

る

が河
の
今
川
義
元
を
、
織
田
信
長
が
二
千
の
兵
で
破
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
小

軍
が
大
軍
に
勝
っ
た
戦
と
し
て
は
日
本
の
歴
史
上
最
大
の
出
来
事
で
あ
り
、
他
に
も
類
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
奇
跡
的
大
勝
利
に
よ
り
織
田
信
長

が
天
下
取
り
に
名
乗
り
を
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
重
要
な
合
戦
で
、
信
長
に
は
ど
の
よ
う
な
作
戦
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
歴
史
的
合
戦
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
今
ま
で
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
正
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
文
献
史
料
や
痕
跡
を
調
べ
て
い
る
う
ち

に
、
信
長
に
は
周
到
に
準
備
し
た
驚
く
べ
き
奇き

け

い計
（
考
え
も
つ
か
な
い
巧
妙
な
計
略
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
真
実
を
明
ら

か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
書
で
は
、
当
時
三
四
歳
で
桶
狭
間
合
戦
に
参
戦
し
た
と
み
ら
れ
る
信
長
の
家
臣
、
太
田
牛
一
が
著
作
し
た
『
信し

ん
ち
ょ
う
こ
う
き

長
公
記
』
を
基
本
史
料
と
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
す
べ
て
に
つ
い
て
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
あ
い
ま
い
な
表
現
の
と
こ
ろ
や
、
書
か
れ
な
か
っ
た
部
分
に
つ

い
て
は
、
証
拠
と
な
る
他
の
史
料
を
探
し
出
し
て
解
明
し
て
い
ま
す
。『
信
長
公
記
』
の
誤
読
を
さ
け
る
た
め
で
す
。

　

桶
狭
間
合
戦
に
つ
い
て
は
、明
治
三
一
年
に
旧
陸
軍
参さ

ん
ぼ
う謀

本
部
が
唱
え
た「
迂う

か

い回
奇
襲
説
」が
通
説
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
田
楽
狭
間（
豊

明
史
跡
）
で
休
憩
し
て
油
断
し
て
い
た
今
川
本
陣
を
織
田
軍
が
突
然
襲
っ
た
典
型
的
な
奇
襲
戦
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
現
在
で
は
参
謀
本
部
の
「
迂
回
奇
襲
説
」
は
間
違
い
と
さ
れ
、
最
も
有
力
な
説
は
「
正
面
攻
撃
説
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
説
で
は
今

川
本
陣
は
豊
明
史
跡
で
は
な
く
、
桶
狭
間
山
の
頂
上
に
あ
り
、
信
長
に
は
作
戦
が
な
く
、
正
面
か
ら
今
川
軍
を
攻
撃
し
て
山
上
の
義
元
を
討
ち
と
っ

た
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
奇
襲
」
は
小お

ぜ瀬
甫ほ

庵あ
ん

が
『
信し

ん
ち
ょ
う
き

長
記
』
で
創
作
し
た
小
説
で
、
真
実
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
戦
の
直
後
に
書
か
れ
た
次
の
文
献

史
料
に
は
、
信
長
の
作
戦
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
正
面
攻
撃
説
」
に
は
疑
問
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。



3

『
厳
助
大
僧
正
記
』

　
「
駿す

る

が河
今
川
。
尾（

尾

張

へ

）

州
江
入
国
。
織
田
弾だ

ん
じ
ょ
う
の
ち
ゅ
う

正
忠
（
信
長
）
回ぶ

り
ゃ
く
を
め
ぐ
ら
し

武
略
打
取
之
事
有こ

れ
あ
り之

」

　

京
都
醍だ

い

ご

じ

醐
寺
理
性
院
厳ご

ん
じ
ょ助

（
当
時
六
七
歳
）
の
自
筆
の
書
で
、戦
の
直
後
に
京
ま
で
伝
わ
っ
て
き
た
話
な
の
で
、五
一
年
後
に
世
に
出
た
甫
庵
『
信

長
記
』
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
長
が
武
略
を
め
ぐ
ら
し
て
義
元
を
討
ち
取
っ
た
と
伝
え
て
お
り
、
通
常
の
戦
闘
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
証
言
し

て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ま
と
も
に
正
面
か
ら
攻
撃
し
て
今
川
軍
を
破
っ
た
の
で
は
な
い
し
、
偶
然
の
暴
風
雨
に
助
け
ら
れ
て
勝
て
た
の
で
も
な

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
信
長
に
は
作
戦
は
あ
っ
た
と
言
え
る
。

『
春
日
山
日
記
』

　
「
永
禄
三
年
五
月
に
尾（

尾

張

）州
の
忍し

の
び

の
者
来
て
云い

ふ

。
今
月
義
元
駿（

駿
河
城
）

城
を
発
し
、
遠（

遠

江

）州
、
参（

三

河

）州
を
経
て
桶
狭
間
に
て
信
長
と
合
戦
す
。
義
元
の
人
数
三
万

に
及
ぶ
、
信
長
は
二
千
に
不た

ら

ず足
と
云い

ヘ
ど
も
信
長
奇き

け

い計
を
以も

っ

て
義
元
が
不
意
を
打う

ち

て
遂つ

い

に
義
元
の
首
を
得
る
。
従こ

れ
よ
り是

信
長
は
尾
州
を
全す

べ
て

平
治
す
と
云い

へ

り
」

　
「
今
月
」合
戦
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
か
ら
、戦
の
す
ぐ
後
に
信
長
が
忍
び
の
者
を
派
遣
し
て
、長
尾
輝て

る

虎と
ら（

上
杉
謙け

ん

信し
ん

）に
知
ら
せ
る
よ
う
越え

ち

ご後（
新

潟
県
）
の
春
日
山
城
へ
走
ら
せ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。『
春
日
山
日
記
』
と
す
る
日
記
か
ら
の
転
載
な
の
で
、
間
違
い
な
く
直
後
の
記
事
で
、
奇
計
を

以
て
不
意
を
う
ち
義
元
の
首
を
得
る
と
し
て
お
り
、
不
意
打
ち
す
る
奇
計
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
す
。
し
た
が
っ
て
「
奇
計
」
は
信
長
の
言
葉
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
一
次
史
料
で
あ
り
、
巧
妙
な
計
略
に
よ
る
奇
襲
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

小
瀬
甫
庵
は
、
当
時
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
話
を
聞
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
奇
襲
は
甫
庵
の
創
作
で
は
な
い
と
言
え
る
。『
信
長
記
』
も
史

料
と
し
て
使
え
る
部
分
は
あ
る
と
考
え
ま
す
。

小
瀬
甫
庵
『
信
長
記
』
に
つ
い
て
は
（
39
頁
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
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一桶狭間合戦の背景

侵
攻
を
開
始
す
る
。

　

尾
張
鳴な

る

み海
城
（
名
古
屋
市
緑
区
鳴
海
町
）
の
山
口
左さ

ま

の

す

け

馬
助
は
信
秀

の
死
を
き
っ
か
け
と
し
て
今
川
に
寝
返
り
、
左
馬
助
の
働
き
で
大お

お
だ
か高

城
（
名
古
屋
市
緑
区
大
高
町
）
も
沓く

つ
か
け掛

城
（
豊
明
市
沓
掛
町
）
も
今

川
に
寝
返
っ
た
。

　

尾
張
国
内
で
は
織
田
家
の
中
で
争
い
が
続
き
、
信
長
が
尾
張
を
統

一
で
き
た
の
は
桶
狭
間
合
戦
の
前
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
川
に
寝

返
っ
た
鳴
海
城
を
丹た

ん

げ下
砦
、
善ぜ

ん
し
ょ
う
じ

照
寺
砦
、
中
島
砦
で
囲
み
、
大
高
城

に
は
鷲わ

し

づ津
砦
、
丸ま

る

ね根
砦
を
築
き
、
兵ひ

ょ
う
ろ
う糧

攻
め
を
行
っ
て
い
た
。

　

今
川
義
元
は
尾
張
を
制
圧
す
る
た
め
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）

五
月
大
軍
を
率
い
て
侵
攻
し
て
き
た
。
一
般
的
に
は
二
万
五
千
と
さ

れ
て
い
る
が
、
一
万
か
ら
六
万
ま
で
史
料
は
分
か
れ
て
い
て
正
確
な

数
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
今
川
義
元
本
隊
の
兵
は
五
千
で
あ
っ

た
。

　

一
方
の
織
田
信
長
は
総
勢
集
め
て
も
五
千
で
あ
っ
た
と
い
う
。
今

川
本
陣
を
攻
め
た
兵
を
三
千
と
す
る
史
料
が
多
い
が
『
信
長
公
記
』

で
は
二
千
の
兵
で
中
島
砦
か
ら
東
へ
向
か
っ
た
と
あ
る
。

五
月
十
九
日
朝
、
今
川
義
元
本
隊
は
五
千
の
兵
と
と
も
に
沓
掛
城

を
出
発
し
、
大
高
城
へ
向
か
う
途
中
、
昼
に
本
陣
で
休
憩
中
の
午

　

桶
狭
間
合
戦
の
背
景

　

応お
う
に
ん仁

の
乱
（
一
四
六
七
）
の
権
力
闘
争
で
足あ

し
か
が利

幕ば

く

ふ府
が
力
を
失
っ

た
室む

ろ
ま
ち町

時
代
の
後
期
、
各
地
の
大
名
が
力
を
つ
け
て
領
地
を
取
り
合

う
争
い
が
繰
り
返
さ
れ
る
戦
国
時
代
と
な
っ
た
。
権
力
を
手
中
に
し

よ
う
と
領
地
を
拡
大
し
、
天
下
取
り
を
ね
ら
う
大
名
が
台た

い
と
う頭

し
て
き

た
。

　

そ
の
中
で
も
駿す

る

が河
（
静
岡
県
東
部
）
の
今
川
義
元
は
足
利
将
軍
家

の
一
族
と
し
て
名
門
で
あ
り
、
上じ

ょ
う

洛ら
く

し
て
将
軍
家
を
補
佐
し
、
あ
わ

よ
く
ば
将
軍
家
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
野
望
を
抱
い
て
い
た
。

今
川
義
元
の
父
氏う

じ

親ち
か

は
西
の
遠と

う
と
う
み江

（
静
岡
県
西
部
）
を
服
従
さ
せ
、

義
元
も
三み

か

わ河
（
愛
知
県
東
部
）
に
攻
め
込
み
、
西
へ
西
へ
と
領
土
を

拡
大
し
て
き
た
。
義
元
は
「
東
海
一
の
弓
取
り
」
と
言
わ
れ
て
い
て
、

当
時
最
も
将
軍
に
近
い
存
在
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

　

今
川
が
、
織
田
信の

ぶ

秀ひ
で

（
信
長
の
父
）
の
城
に
な
っ
て
い
た
三
河
の

安あ
ん
じ
ょ
う祥

城
（
安あ

ん
じ
ょ
う城

市
）
を
落
と
し
た
の
は
桶
狭
間
合
戦
の
十
一
年
前
で
、

翌
年
に
は
三
河
の
多
く
の
地
を
今
川
の
支
配
下
と
し
た
。

　

義
元
は
北
の
甲か

い斐
武た

け

だ田
信し

ん

玄げ
ん

、
東
の
相さ

が

み模
北ほ

う
じ
ょ
う条
氏う

じ

康や
す

と
、
婚
姻
関

係
に
よ
る
甲
相
駿
三
国
同
盟
を
結
び
、
尾
張
（
愛
知
県
西
部
）
へ
の

一
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桶狭間合戦の背景一

後
二
時
、
二
千
の
織
田
軍
に
突
然
襲
わ
れ
る
。
義
元
は
三
百
の
兵

に
囲
ま
れ
て
東
へ
退
く
が
、
つ
い
に
首
を
取
ら
れ
る
。
今
川
軍
は

二
千
五
百
人
の
死
者
を
出
し
大
敗
北
と
な
っ
た
。

信
長
は
、
な
ぜ
わ
ず
か
な
兵
で
大
軍
の
敵
に
向
か
っ
て
い
け
た
の

か
、
し
か
も
一
方
的
に
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、『
信
長
公
記
』

は
そ
の
理
由
を
明
確
に
し
て
い
な
い
。
戦
に
参
戦
し
て
い
た
者
に
作

戦
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
他
の
史
料
か
ら
そ
の
理
由
を
探
る
こ
と
に
す
る
。

図 2　永禄 3 年（1560）5 月　桶狭間合戦直前の勢力図

の土地は尾張領だが、今川の支配下になっていたとみられる。
ただし、戦の当時には砦を築くなど部分的に取り返していた。

図 3　尾張・三河地方（破線は推定海岸線）



二桶狭間合戦までの今川義元
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桶狭間合戦までの今川義元

1519 年（永
え い

正
しょう

16） 今川氏親の 5男として義元誕生、幼名方
ほ う ぎ く ま る

菊丸。母は正妻の寿
じ ゅ け い に

桂尼（公
く

家
げ

の出）、
4歳で寺に預けられ 12 歳で出家（僧名栴

せんがくしょう

岳承芳
ほ う

）、京都建
け ん

仁
に ん じ

寺で修業。

1526 年（大
た い え い

永 6） 義元 8歳の時、父氏親死去。兄の氏
う じ

輝
て る

が家督を継ぐ。

1536 年（天
て ん ぶ ん

文 5） 長兄氏輝、次兄彦五郎の相次ぐ死によって、義元 18 歳で家督を継ぐ。
3男の兄玄

げ ん こ う え た ん

広恵探が異を唱えて挙兵するが、負けて自害（花
は な ぐ ら

蔵の乱）。

1547 年（天文 16） 三河松
まつだいら

平広
ひ ろ

忠
た だ

の嫡
ち ゃ く し

子竹千代（６歳の家
い え や す

康）を人質にして駿河へ送らせる途中、
織田側に奪われる。

1549 年（天文 18）

織田の城となっていた三河の安
あんじょう

祥城（安
あんじょう

城市）を攻め、城主信広（信長の兄）
を生け捕る。松平竹千代と織田信広との人質交換を笠

か さ で ら

寺（名古屋市南区）で
行い、竹千代は今川の人質となる。総大将は戦の天才と言われた軍師雪

せ っ

斎
さ い

（太
た い げ ん す う ふ

原崇孚）で、連戦連勝であった。

1550 年（天文 19） 今川に寝返った鳴海城の山口左馬助が、大高城と沓掛城を今川へ寝返りさせるよう働く。後に左馬助は信長と何度も戦っている。

1552 年（天文 21） 松平勢と共に沓掛で織田軍と戦う。11 月　義元の娘と、武田信玄の嫡子義信との婚姻が成立する。

1554 年（天文 23）
息子氏

う じ ざ ね

真に北条氏
う じ

康
や す

の娘を娶
め と

る。北条と武田との婚姻も成立し、三国同盟が完
成する。それにより全力で西へ攻め込むことを可能にする。
尾張村

む ら き

木（東
ひがしうら

浦町）に砦を築くが、信長と水野信
の ぶ

元
も と

連合軍に攻められて陥落。

1555 年（弘治 1） 前年に吉良実
じ っ そ う じ

相寺住職となっていた雪斎が没 60 歳。（義元 37 歳）

1558 年（永禄 1）
山口左馬助が織田と通じているとする偽情報に激怒し左馬助を殺す。鳴海城は、
今川の武将岡部元

も と

信
の ぶ

に守らせる。
息子氏真（21歳）に家督を半分譲り、翌年全部を譲る。尾張侵攻の体制を整える。

1559 年（永禄 2） 大高城、鳴海城が兵糧攻めにあい、沓掛城から兵糧を入れようとするが何度も
失敗。松平元康（家康）が成功させる。

1560 年（永禄 3）

5月　1 日　家臣を招集し出陣の大号令を発する。（義元 42 歳）
5月 10 日　先発隊が出発、12 日義元軍が出発する。17 日に知

ち り ゅ う

立に泊る。
5月 18 日　�沓掛城に入り、午後軍議を開く。夜松平元康が大高城に兵糧を入

れる。
5月 19 日　�早朝、丸根砦と鷲津砦を攻めさせる。砦は 8時には炎上、相次い

で陥落。
義元本隊五千は大高城を目指して沓掛城を出発する。
そしてその時を迎えることとなる。

二
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桶狭間合戦までの織田信長

1534 年（天文 3）

織田信秀の次男として信長誕生、幼名は吉法師。信秀は尾張上四郡の守
し ゅ

護
ご

代
だ い

大
や ま と の

和守
か み

家の軍
いくさ

奉行で、勝
し ょ ば た

幡城主（稲
い な ざ わ

沢市）であった。その頃那
な ご や

古野城（名古屋
城）は今川義元の弟氏

う じ

豊
と よ

の居城であったが、信秀が策略で奪い氏豊を京へ追放
する。信秀は那古野城を吉法師に与え、林通

み ち か つ

勝、平手政
ま さ

秀
ひ で

などを家老とする。

1547 年（天文 16） 信長初
う い じ ん

陣で平手政秀と共に三河大
お お は ま

浜を攻め、所々に放火する。（14 歳）

1548 年（天文 17） 信秀、美
み の

濃（岐阜県南部）の斎藤道
ど う さ ん

三と戦い敗北するが、平手政秀の仲介で和
議を結び、信長は道三の娘（濃

の う ひ め

姫）と婚約する。（15 歳）

1549 年（天文 18） 父信秀急な病で死去、2年間喪を秘す。16 歳で家督を継ぐ。（異説あり）三河の安祥城を今川に取られ、人質交換で 8歳の家康が今川へ移る。

1551 年（天文 20） 信秀の葬儀で抹
ま っ こ う

香を仏前に投げつける事件を演じ、うつけと呼ばれる。（18 歳）

1552 年（天文 21） 沓掛で今川軍と戦う。8月　萱
かや

津
つ

（あま市）で大和守家守護代織田彦五郎と戦う。（19 歳）

1553 年（天文 22） 1 月　平手政秀、信長の素
そ こ う

行を諫
い さ

めて切腹。4月　斎藤道三と会見。（20 歳）

1554 年（天文 23） 1 月　今川の村
む ら き

木砦（東浦町）を攻め落とし、水野信元との同盟を守る。

1555 年（弘治１） 守護の斯
し ば

波義
よ し

統
む ね

を殺害した守護代の織田彦五郎と戦う。4月　彦五郎を討ちと
り、斯波家の若殿（義

よ し

銀
か ね

）と共に清洲城へ移る。（22 歳）

1556 年（弘治 2） 8 月　弟信
の ぶ ゆ き

行と稲
い の う

生（名古屋市西区）で戦う。信行に味方した家老の林通勝・
柴田勝家軍を破るが、謝ったので許す。（23 歳）

1557 年（弘治 3） 11 月　柴田勝家の通報で、再び背いた弟信行を策略により討つ。（24 歳）

1558 年（永禄 1） ５月と７月　浮
う き

野
の

（一
いちのみや

宮市）で上四郡の守護代岩倉織田家と戦い、撃破するが
岩倉城（岩倉市）は落とせず。（25 歳）

1559 年（永禄 2）
岩倉城を取り囲んでいた２月２日に突然上洛して足利将軍に謁

え っ け ん

見、７日に帰途
につく。３月３日岩倉城の織田信

の ぶ

賢
か た

は和議により降服、信長は尾張を統一する。
今川の城となっていた大高城・鳴海城を囲む砦を築き、兵糧攻めを行う。

1560 年（永禄 3）

３月今川の笠寺城に夜討ちを仕掛ける。その後笠寺一帯は織田側に戻る。
５月　５日　三河の吉良（今川の出身地）に攻め込み、実相寺を焼く。（27 歳）
５月 18 日　�今川軍が迫る情報により清洲城で軍議を開くが、鷲津砦・丸根砦から

の応援要請にも動かず、信長は雑談ばかりで何も指示しなかった。
５月 19 日　�早朝、報せを受けて起き、幸

こ う

若
わ か

舞
ま い

の「敦
あ つ

盛
も り

」を舞う。出陣合図の
法
ほ ら が い

螺貝を吹かせ、主従６騎で清洲城を出発。熱田神宮で参拝、午
前８時、宮の前で鷲津・丸根の砦から立ち上る煙を確認、上

か み み ち

道を
通って急ぐ。善

ぜ ん し ょ う じ

照寺砦に到着と同時に、待機していた佐々隊三百
をすぐ出発させる。家老から止められるが振り切って中島砦に至
り兵を加える。またも家老から止められるが説得し、二千の兵で
東へ進む。まれにみる暑い日であったが、山際に到着した時、急
に黒雲がわき上がり、雹

ひょう

を降らす豪雨となった。

三

ここまでは『信長公記』や、他の史料にも記載があるが、その後の戦いについては諸説があるので、確認する。

桶狭間合戦までの織田信長三
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議
を
開
く
。
翌
十
九
日
朝
、
義
元
本
隊
の
五
千
は
沓
掛
城
を
出
発
し

て
大
高
城
へ
向
か
う
が
、
大
高
で
の
鷲
津
砦
・
丸
根
砦
攻
撃
の
勝
利

を
聞
き
、
田
楽
狭
間
（
豊
明
史
跡
）
で
休
息
し
た
。
佐
々
・
千
秋
隊

と
の
鳴
海
方
面
で
の
勝
利
の
報
告
を
聞
い
て
喜
ん
で
い
た
時
、
近
辺

の
神
官
や
僧
侶
か
ら
酒
肴
の
進
上
が
あ
り
、
盃
を
上
げ
警
備
を
怠
っ

た
。

　

信
長
軍
は
熱
田
神
宮
に
集
結
し
て
戦
勝
祈
願
し
、
善
照
寺
砦
に
至

っ
た
。
信
長
が
来
る
の
を
見
て
、
佐
々
・
千
秋
隊
三
百
は
鷲
津
砦
を

落
と
し
た
敵
に
向
っ
て
行
く
が
討
た
れ
る
。

　

た
ま
た
ま
梁や

な

だ田
政ま

さ
つ
な綱

の
諜ち

ょ
う

者し
ゃ

が
沓
掛
方
面
よ
り
帰
り
、
義
元
は
大

高
方
面
へ
移
ろ
う
と
し
て
い
る
と
告
げ
、
さ
ら
に
別
の
諜
者
が
田
楽

狭
間
を
本
陣
と
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
そ
こ
で
梁
田
は
信
長
に
不

意
に
本
軍
を
襲
う
こ
と
を
進
言
、
信
長
は
そ
れ
を
よ
し
と
し
て
若
干

の
兵
を
残
し
、
二
千
の
兵
を
率
い
て
善
照
寺
砦
よ
り
大
き
く
北
へ
迂

回
し
て
か
ら
南
下
し
て
太
子
ケ
根
に
至
り
、
山
を
下
っ
て
敵
を
突
い

た
。
休
憩
中
の
義
元
軍
は
風
雨
の
た
め
に
敵
が
近
い
こ
と
を
知
ら
ず
、

大
い
に
驚
き
討
た
れ
て
し
ま
っ
た
」

　

従
来
の
主
な
説
と
本
書
の
説

１ 

参
謀
本
部
の
「
迂う

か

い回
奇
襲
説
」

　

旧
陸
軍
参
謀
本
部
が
明
治
三
一
年
に
発
表
し
て
長
く
通
説
と
な
っ

て
い
た
『
日
本
戦
史
桶
狭
間
役
』。

　

概
略
は
図
の
通
り
、大
き
く
北
へ
迂
回
し
て
奇
襲
し
た
と
し
て
い
る
。

　
「
今
川
義
元
は
二
万
五
千
の
兵
を
引
き
連
れ
て
出
陣
。
沓
掛
城
で
軍

四

図 4　桶狭間合戦場地図（従来の主となる 3 説と太田説）
❶参謀本部説と太田説の本陣　❷正面攻撃説の本陣　❸田楽坪戦場説の本陣

●今川の城
 ●織田の砦

筆者注 1

「
善
照
寺
砦
か
ら
北
へ
迂
回
」
と
し
た
織
田
軍
進
路
は
『
信
長
公
記
』
に
反

し
て
お
り
、
疑
問
が
あ
る
。
梁
田
が
信
長
に
進
言
し
た
の
は
善
照
寺
砦
で
は

な
く
、
太
子
ケ
根
で
の
こ
と
。
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従来の主な説と本書の説四

３ 

有
松
桶
狭
間
の
「
田
楽
坪
戦
場
説
」

　

こ
の
辺
り
で
最
も
高
い
山
で
、
豊
明
史
跡
の
南
南
西
六
〇
〇
ｍ
、

緑
区
桶
狭
間
の
東
六
〇
〇
ｍ
に
あ
る
六
四
・
七
ｍ
の
山
を
桶
狭
間
山
で

あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
頂
上
に
義
元
本
陣
が
あ
り
、
そ
の
山
に
織
田

軍
が
攻
め
上
が
り
、
西
の
田
楽
坪
で
義
元
は
討
た
れ
た
と
す
る
説
が

あ
る
「
正
面
奇
襲
説
」。

　

一
方
、
有
松
桶
狭
間
の
地
元
で
の
田
楽
坪
戦
場
説
は
や
や
異
な
り
、

六
四
・
七
ｍ
の
山
の
西
斜
面
に
義
元
本
陣
が
あ
っ
た
と
し
て
い
て
、
有

松
の
桶
狭
間
古
戦
場
公
園
の
北
四
〇
〇
ｍ
に
あ
る
「
釜
ケ
谷
」
に
待

機
し
て
い
た
信
長
が
桶
狭
間
山
に
攻
め
上
が
り
、
西
の
田
楽
坪
に
今

川
軍
を
追
い
落
と
し
、
田
楽
坪
の
深
田
で
義
元
を
討
ち
取
っ
た
と
す

る
。「
桶
狭
間
合
戦
」
だ
か
ら
「
桶
廻
間
村
」
が
戦
場
で
、
豊
明
史
跡

は
本
陣
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

２
「
正
面
攻
撃
説
」

　

昭
和
五
七
年
に
藤
本
正
行
氏
に
よ
り
初
め
て
唱
え
ら
れ
た
説
で
、

現
在
最
も
有
力
な
説
と
し
て
『
日
本
歴
史
大
辞
典
』
な
ど
多
く
の
本

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

正
面
攻
撃
説
は
参
謀
本
部
の
説
を
、
信し

ん
ぴ
ょ
う
せ
い

憑
性
に
疑
問
の
あ
る
小お

ぜ瀬

甫ほ

庵あ
ん

の
『
信
長
記
』
を
基
に
し
て
お
り
、
善
照
寺
砦
か
ら
北
へ
大
き

く
迂
回
し
た
と
す
る
良
質
の
史
料
は
な
く
、
奇
襲
と
す
る
史
料
は
甫

庵
が
創
作
し
た
小
説
を
史
実
と
誤
解
し
、
影
響
を
受
け
た
も
の
に
す

ぎ
な
い
と
し
て
否
定
し
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

中
島
砦
を
出
た
信
長
軍
は
（
東
海
道
筋
を
）
ま
っ
す
ぐ
東
に
進
み
、

中
島
砦
を
囲
ん
で
い
た
今
川
軍
の
前
軍
を
正
面
か
ら
打
ち
破
り
、
そ

の
勢
い
で
後
方
の
桶
狭
間
山
に
本
陣
を
構
え
る
今
川
軍
に
攻
め
上
が

り
、
今
川
軍
の
混
乱
に
乗
じ
て
義
元
の
首
も
た
ま
た
ま
運
良
く
取
る

事
が
で
き
た
。
攻
め
上
が
っ
た
と
す
る
桶
狭
間
山
は
、
中
島
砦
か
ら

南
東
二
キ
ロ
の
「
高た

か

ね根
山
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
佐
々
隼
人
正
ら

は
抜
け
駆
け
し
て
信
長
が
見
て
い
る
前
で
討
た
れ
た
と
す
る
。

筆者注 2

こ
の
説
は
「
は
じ
め
に
」
で
紹
介
し
た
日
記
な
ど
の
一
次
史
料
に
反
し
て
お

り
疑
問
。
少
数
で
山
上
の
大
軍
を
破
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
。
ま
た
、
佐
々

ら
が
抜
け
駆
け
し
た
と
す
る
の
は
疑
問
。

筆者注 3

『
信
長
公
記
』
に
、
今
川
本
陣
を
東
へ
攻
め
た
と
あ
る
が
、
こ
の
説
は
西
へ

攻
め
た
こ
と
に
な
り
、
疑
問
が
あ
る
。



12

断
し
て
い
た
今
川
軍
は
不
意
を
突
か
れ
て
総
崩
れ
と
な
る
。
義
元
は

三
百
の
親
衛
隊
に
囲
ま
れ
て
東
へ
逃
げ
、
五
度
ほ
ど
戦
う
が
、
兵
は

深
田
に
足
を
取
ら
れ
て
討
た
れ
て
五
十
に
減
り
、
義
元
は
つ
い
に
首

を
取
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
は
す
べ
て
信
長
の
奇
計
と
も
言
え
る
作
戦
で
あ
り
、
そ
れ

に
義
元
が
ま
ん
ま
と
は
め
ら
れ
た
。
そ
の
証
拠
、
お
よ
び
詳
し
い
内

容
は
以
後
に
示
す
。

　

４
「
時
間
差
二
段
攻
撃
説
」（
本
書
の
説
）

　

平
成
二
四
年
に
筆
者
（
太
田
）
が
初
め
て
唱
え
た
説
で
『
桶
狭
間

合
戦
奇
襲
の
真
実
』（
新
人
物
往
来
社
）
で
戦
の
実
態
を
明
ら
か
に
し

た
。
信
長
進
路
は
参
謀
本
部
説
と
も
正
面
攻
撃
説
と
も
異
な
り
、
中

間
の
山
道
を
最
短
距
離
で
東
へ
向
か
い
、
太
子
ケ
根
（
山
）
の
麓
に

至
り
、
北
谷
を
本
陣
と
し
て
待
機
し
た
。

　

信
長
は
兵
を
二
手
に
分
け
て
い
て
、
戦
は
一
度
で
は
な
く
二
度
行

わ
れ
た
。

　

善
照
寺
砦
を
出
た
佐
々
・
千
秋
隊
三
百
は
太
子
ケ
根
を
通
っ

て
桶
廻
間
村
に
向
か
い
、
谷
（
釜
ケ
谷
）
で
待
機
す
る
。
最
初

の
戦
い
は
昼
頃
で
、
佐
々
ら
は
進
軍
し
て
き
た
今
川
軍
の
先
頭

を
攻
撃
す
る
。
先
頭
か
ら
一
キ
ロ
後
方
の
田
楽
狭
間
（
豊
明
史

跡
）
で
敵
襲
来
の
報
せ
を
聞
い
た
義
元
は
塗
輿
か
ら
降
り
、
即

座
に
主
力
部
隊
を
先
頭
へ
送
る
。
降
り
た
場
所
を
臨
時
の
本
陣

と
す
る
が
、
本
陣
は
手
薄
に
な
る
。
や
が
て
届
い
た
勝
利
の
報

告
に
喜
び
、
昼
食
を
兼
ね
た
祝
宴
を
開
き
、
祝
い
酒
を
出
し
た
。

　

太
子
ケ
根
の
北
谷
で
待
機
し
て
い
た
信
長
軍
は
、
雨
が
や
む

の
を
確
認
し
た
あ
と
の
午
後
二
時
、
今
川
本
陣
の
西
の
山
を
回

り
、
南
か
ら
と
山
の
上
か
ら
同
時
に
本
陣
へ
突
入
し
た
。
油

図 5　時間差二段攻撃　①佐々隊　②信長本隊　上が北
　　　　　　　　　　　（昼頃）　　 （午後 2 時）

四従来の主な説と本書の説
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今川本陣の場所五

と
勘
違
い
さ
れ
た
と
思
う
。

　

鎌
倉
街
道
の
「
田
楽
窪
」
の
方
を
「
で
ん
が
く
が
つ
ぼ
・
デ
ン
ガ

ク
ガ
ツ
ボ
」
と
記
し
て
い
る
史
料
が
複
数
あ
る
。
筆
書
き
な
の
で
「
ク

ボ
」
を
「
ツ
ボ
」
と
読
み
間
違
え
た
史
料
が
古
く
か
ら
あ
っ
て
、「
坪
」

と
当
て
字
さ
れ
、「
田で

ん
が
く
が
く
ぼ

楽
窪
～
デ
ン
ガ
ク
ガ
ク
ボ
～
デ
ン
ガ
ク
ガ
ツ
ボ

～
田で

ん
が
く
が
つ
ぼ

楽
坪
」
と
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

承じ
ょ
う
お
う応

二
年
（
一
六
五
二
）
の
山や

ま

が鹿
素そ

こ

う行
『
海
道
日
記
』
に
「
ヲ
ケ

ハ
ザ
マ
、
デ
ン
ガ
ク
ガ
ツ
ボ
こ
こ
に
今
川
義
元
の
討
死
の
所
と
て
塚

あ
り
、
左
の
山
の
間
の
サ
ワ
に
あ
り
」
と
し
て
お
り
、
東
海
道
を
西

に
進
む
際
、
左
の
山
の
間
の
沢
に
塚
が
あ
っ
た
と
あ
る
。
山
鹿
素
行

は
四
年
後
に
出
版
し
た
『
東
海
道
日
記
』
で
は
「
デ
ン
ガ
ク
ガ
ツ
ボ
」

を
「
田
楽
窪
」
に
書
き
換
え
て
い
る
。

　

宝ほ
う

永え
い

六
年
（
一
七
〇
九
）
の
大
曽
根
佐
兵
衛
『
東
海
道
駅
路
の
鈴
』

は
「
で
ん
が
く
が
つ
ぼ
所
の
者
は
御
屋
形
は
ざ
ま
と
云
」
と
あ
る
。

こ
れ
も
東
海
道
を
旅
し
た
時
に
地
元
で
聞
い
た
記
録
。
屋
形
狭
間
で

あ
る
か
ら
「
田で

ん
が
く
が
つ
ぼ

楽
坪
」
も
豊
明
史
跡
の
こ
と
と
わ
か
る
。
現
在
有
松

の
桶
狭
間
古
戦
場
公
園
を
「
田
楽
坪
」
と
し
て
い
る
が
、「
広
坪
」
が

元
の
地
名
。

　

今
川
本
陣
の
場
所

　

江
戸
時
代
の
史
料
に
は
今
川
本
陣
を
「
桶
狭
間
・
田で

ん
が
く
が
く
ぼ

楽
窪
・

田で
ん
が
く
が
く
ぼ

楽
久
保
・
デ
ン
ガ
ク
ガ
ツ
ボ
・
田で

ん
が
く
が楽

坪つ
ぼ

・
田で

ん
が
く楽

狭は

ざ

ま間
・
屋や

か

た形
狭は

ざ

ま間
」

と
多
く
の
呼
び
方
で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
こ
れ
ら
地
名
は
す

べ
て
豊
明
史
跡
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。

　

豊
明
史
跡
は
現
在
「
南
舘や

か
た

」
の
地
名
で
、
古
く
か
ら
「
や
か
た
」

と
呼
ば
れ
て
お
り
「
屋
形
狭
間
」
は
豊
明
で
あ
る
。
義
元
が
「
駿
河

の
御
屋
形
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
「
屋
形
狭
間
」
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
『
今
川
義
元
桶
迫
間
合
戦
覚
』
に
あ
る
。

　
『
桶
狭
間
古
戦
場
之
図
』（
14
頁
図
６
）
は
、
豊
明
史
跡
を
図
で
示

し
「
宝ほ

う

永え
い

五
年
（
一
七
〇
八
）
五
月
十
八
日
屋
形
狭
間
に
お
い
て
こ

れ
を
描
く
」
と
し
て
お
り
、
屋
形
狭
間
を
桶
狭
間
古
戦
場
と
し
て
い

る
。
図
中
の
説
明
に
は
「
古
名
田
楽
狭
間
、今
屋
形
狭
間
と
い
う
」「
屋

形
狭
間
、古
く
は
田で

ん
が
く
が
く
ぼ

楽
窪
と
い
う
と
こ
ろ
」
と
あ
る
。「
田
楽
窪
」
は
、

豊
明
史
跡
か
ら
北
東
二
キ
ロ
、
当
時
の
主
街
道
で
あ
っ
た
鎌
倉
街
道

の
藤
田
学
園
保
健
衛
生
大
学
（
現
在
藤
田
医
科
大
学
）
の
あ
る
場
所

で
も
あ
る
。
古
く
か
ら
歌
に
詠
ま
れ
て
い
て
全
国
的
に
名
を
知
ら
れ

た
場
所
。「
田
楽
狭
間
」
と
聞
い
て
、有
名
な
鎌
倉
街
道
の
「
田
楽
窪
」

五
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五今川本陣の場所

図 6　「桶狭間古戦場之図」
　　　宝永 5 年（1708）
　　　西尾市岩瀬文庫

故
従
四
位
下
行
治
部
大
輔
兼
駿
河
守
源
朝
臣
義
元　

永
禄
三
年
庚
申
五
月
十
九
日
横
死　

天
澤
寺
殿
ト
号
ス
秀
峯
哲
公
大
居
士

父
増
善
寺
修
理
大
夫
氏
親
朝
臣　

母
中
御
門
前
権
大
納
言
藤
原
宣
胤
卿
女

桶
狭
間
村
ノ
北
屋
形
狭
間　

古
所
謂
田
楽
窪　

ヨ
リ
ノ
道
程　

合
戦
場
ハ
竹
地
狭
間
ト
モ
云　

丹
家
へ
一
里
半
乾　

善
正
寺
へ
二
十
七
町
余
戌

中
嶋
へ
二
十
町
余
乾　

鳴
海
ヘ
二
十
三
町
余
乾　

中
村
へ
一
里
余
乾　

丸
根
へ
一
里
半
余
酉　

鷲
津
へ
一
里
半
計
酉　

大
高
へ
一
里
半
計
酉

沓
懸
へ
一
里
計
卯　

有
松
へ
八
丁

石塚山

落合山

細道あり

細道あり

堺松

太子か根

此道より信長襲入と云

此山より桶狭間の道あり

此
所
義
元
戦
死
の
地
即
ツ
カ
跡
と
云

ツ
カ

古名田楽はさま今は屋形狭間と云
有松より八丁也

図 7　「桶狭間古戦場之図」
　　　宝永 2 年（1705）
　　　国立公文書館（塩尻）

図 6 は 図 7 の 3 年 後
に描かれていて現地で
確認して描いたようだ。
内容はほぼ同じで情報
を追加している。
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進軍経路六

　

今
川
軍
の
進
軍
経
路
に
つ
い
て
は
豊
明
市
の
旧
間ま

米ご
め

村
に
あ
っ
た

史
料
『
桶
狭
間
合
戦
名な

ご

り残
』（
図
８
）
に
図
入
り
で
示
し
て
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
沓
掛
城
を
出
て
か
ら
鎌
倉
街
道
を
二ふ

た
む
ら村

山
の
峠
ま
で

行
き
、
田で

ん
が
く
が
く
ぼ

楽
窪
（
藤
田
医
科
大
学
の
地
）
か
ら
南
へ
折
れ
、
間
米
村

を
通
っ
て
豊
明
の
古
戦
場
へ
行
っ
た
と
あ
る
。

　

戦
の
後
、
落
武
者
が
敗
走
し
て
き
て
間
米
村
で
行
き
倒
れ
た
者
も

い
た
と
伝
え
、
切
腹
し
た
武
将
も
い
て
、
落
武
者
の
塚
も
あ
る
し
、

碑
も
あ
る
と
記
し
て
あ
る
。
現
在
も
志し

み

ず水
又
六
の
石
碑
が
祀
ら
れ
て

い
る
。
村
の
寺
、
宝ほ

う
し
ょ
う
い
ん

性
院
に
は
今
川
義
元
菩ぼ

だ

い

し

ょ

提
所
と
記
さ
れ
た
厨ず

し子

が
あ
り
、
昭
和
五
一
年
に
廃
寺
と
な
る
が
、
厨
子
は
沓
掛
の
慈じ

こ

う

じ

光
寺

に
移
さ
れ
て
現
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
経
路
は
事
実
と
思
わ

れ
る
。

２　

織
田
軍
の
進
軍
経
路

　

信
長
が
中
島
砦
ま
で
来
た
こ
と
は
『
信
長
公
記
』
に
あ
る
が
、
そ

の
先
は
明
確
な
表
現
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
『
桶
狭
間
合
戦
申も

う
し
つ
た
え
う
つ
し

伝
写
』
に
は
「
閑か

ん
ど
う道

扇お
お
ぎ

川か
わ

を
登
り
て
会え

げ

や

ま

下
山
北き

た
た
に谷

辺
り
に
御
着
陣
」と
あ
り
、扇お

お
ぎ

川が
わ

の
土
手
は
道
に
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　
『
桶お

け

は

ざ

ま

峡
間
図
』（
蓬ほ

う

左さ

文
庫
）（
図
９
）
に
織
田
軍
の
進
路
が
図
入
り

で
示
し
て
あ
る
（
会
下
山
は
太
子
ケ
根
の
こ
と
）。

　

進
軍
経
路　

１　

今
川
軍
の
進
軍
経
路

　

今
川
義
元
は
沓
掛
城
を
出
て
大
高
城
へ
向
か
っ
て
い
る
。
大
高
城

に
は
千
艘そ

う

の
船
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
『
信
長
公
記
』
に
あ
る
。
船

を
利
用
す
る
作
戦
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
高
城
を
囲
む
砦
を
陥

落
さ
せ
た
の
も
、
大
高
城
を
安
全
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

六

図 8　「桶狭間合戦名残」（豊明市蔵）に描かれた今川進路　上が北
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「
太
子
が
根
よ
り
二
手
に
分わ

か

ち
、一
手
は
駿
兵
の
先
手
に
あ
た
ら
せ
、

自み
ず
か
ら

も
南
へ
ま
は
り
来き

た

り
て
田
楽
が
窪
（
豊
明
史
跡
）
の
本
陣
を
攻
め
、

急
に
撃う

ち

た
ま
ひ
し
が
駿
兵
不
意
に
襲お

そ
わ

れ
（
中
略
）
駿
兵
狼ろ

う
ば
い狽

し
て
東

に
走
る
」

　

兵
を
二
手
に
分
け
て
い
て
、
先
鋒
の
一
手
が
太
子
ケ
根
か
ら
今
川

軍
の
先
手
（
行
軍
の
先
頭
）
と
戦
っ
て
い
る
。
信
長
は
山
の
後
ろ
を

回
っ
て
南
か
ら
攻
め
た
と
い
う
。

　
『
桶
狭
間
古
戦
場
之
図
』（
14
頁
図
７
）
の
南
西
に
「
此こ

の
み
ち道

よ
り
信

長
襲お

そ
い
い
る入

と
云い

う

」
と
あ
る
の
で
、
信
長
は
豊
明
史
跡
の
南
か
ら
攻
め
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。（
14
頁
図
６
）
も
同
じ
。

　

松
平
君く

ん
ざ
ん山

の
『
張ち

ょ
う
し
ゅ
う
ふ

州
府
志し

』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
「
信
長
山
の
後う

し
ろ

を
循め

ぐ
る

、
其そ

の

不
意
を
疾し

つ
げ
き撃
、
義
元
隊
中
に
突
入
」

　

信
長
が
山
の
後
ろ
を
め
ぐ
る
、
と
し
て
い
る
の
は
豊
明
史
跡
の
西

の
山
の
後
ろ
を
ぐ
る
り
と
回
っ
て
南
か
ら
突
入
し
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、『
塩
尻
』
と
同
じ
。

　

小
瀬
甫
庵
『
信
長
記
』
で
は
、「
敵
勢
の
後
の
山
に
至い

た
り

て
推お

し

ま
は
す

べ
し
。
去
る
程
な
ら
ば
、
山
際
ま
で
は
旗
を
巻
き
忍
び
寄
り
、
義
元

が
本
陣
へ
か
か
れ
と
下げ

ち知
し
給
ひ
け
り
」
と
し
て
い
て
、こ
れ
は
『
張

州
府
志
』
や
、『
塩
尻
』
と
同
じ
で
、
今
川
本
陣
の
西
の
山
を
後
ろ
か

　

中
島
砦
か
ら
東
へ
進
み
、
山

の
中
を
通
っ
て
太た

い

し

が

ね

子
ケ
根
（
大

将
ケ
根
）
へ
至
り
「
信
長
本
陣
」

に
し
た
と
い
う
。『
桶
狭
間
古

戦
場
図
』（
国
会
図
書
館
蔵
）

に
は
会
下
山
と
大
将
ケ
根
は
同

じ
山
と
あ
る
の
で
、
北
谷
が
信

長
本
陣
と
わ
か
る
。『
信
長
公

記
』
に
「
山
際
ま
で
」
と
あ
る

か
ら
、
北
谷
が
そ
の
山
際
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
（
図
９
）
で
は
坊ぼ

う

ず

や

ま

主
山
の
北
の
道
を
通
っ
て
い
る
。
坊
主
山
は
現
在

の
平ひ

ら

こ子
が
丘
で
、
そ
の
道
は
現
在
も
あ
る
（
焼や

け

田た

橋
南
か
ら
東
に
向

か
う
坂
道
）。
明
治
二
四
年
測
地
地
図
（
48
頁
図
18
）
に
も
そ
の
道

の
記
載
が
あ
る
。

　

本
文
中
に
「
中
島
の
砦
に
入
、
直
に
東
の
山
間
へ
押
す
、
太
子
ケ

根
の
麓
よ
り
屋
形
狭
間
へ
横
入
の
由
」
と
あ
り
、
屋
形
狭
間
（
豊
明

史
跡
）
へ
横
か
ら
入
っ
た
と
い
う
。

　

太
子
ケ
根
か
ら
の
進
路
は
天
野
信さ

だ
か
げ景
の
随
筆
集
『
塩し

お
じ
り尻
』
に
次
の

よ
う
に
あ
る
。

六進軍経路

豊明史跡の北、鉄塔の辺りが大将ケ根、左に太子ケ根
があったが現在はない
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進軍経路六

ら
回
っ
て
南
か
ら
攻
め
ろ
と
命
じ
て
い
た
こ
と
と
わ
か
る
。

　

甫
庵
の
こ
の
言
葉
は
、
突
入
前
に
太
子
ケ
根
の
北
谷
（
信
長
本
陣
）

で
信
長
が
「
山
の
後
ろ
を
回
れ
」
と
命
令
し
た
の
で
あ
る
が
、
参
謀

本
部
は
「
善
照
寺
砦
か
ら
北
へ
大
き
く
迂
回
し
ろ
」
と
信
長
が
命
令

し
た
と
理
解
し
た
の
で｢

迂
回
奇
襲
説｣

と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

参
謀
本
部
が
甫
庵『
信
長
記
』を
読
み
間
違
え
て
い
た
こ
と
と
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
迂
回
の
進
路
は
甫
庵
の
創
作
で
は
な
い
。

図 9　「桶峡間図」（蓬左文庫）
　　　に描かれた信長軍進路　上が北

図 10　桶狭間合戦の地図 今川軍進路は「桶狭間合戦名残」豊明市所蔵による
織田軍進路は「桶峡間図」蓬左文庫及び「塩尻」桶狭間古戦場之図による
　 緒戦（昼頃）　　主戦（午後 2 時）1 2

中島砦

桶狭間山

坊主山

此
間
山
中
行
程

十
八
丁
余

太
子
か
根
　大
将
か
根
と
も
云

信
長
本
陣
　是
よ
り
義
元
屯
の
場

験
の
松
へ
三
丁
余

屋
形
狭
間
　合
戦
前
は
田
楽
か
窪
と
云

義
元
験
の
松
　討
死
の
所
と
云
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本
陣
を
構
え
た
。
佐
々
ら
が
先
頭
と
戦
っ
て
討
ち
死
に
す
る
が
、

そ
の
勝
利
の
報
告
か
ら
義
元
は
益
々
慢
心
し
て
織
田
軍
を
あ
な
ど

っ
た
。

　

豊
明
史
跡
の
十
町
（
一
・
一
キ
ロ
）
先
と
は
、桶
廻
間
村
武た

け

じ路
（
有

松
町
桶
狭
間
北
二
丁
目
）
の
こ
と
で
、
距
離
は
合
っ
て
い
る
。
佐
々

ら
が
桶
廻
間
村
武
路
で
戦
い
討
ち
死
に
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
七

ツ
塚
」
が
あ
る
。
塚
は
彼
ら
を
埋
め
た
痕
跡
で
、
こ
の
記
述
と
合

致
し
て
い
る
。
義
元
は
桶
狭
間
の
山
の
北
に
本
陣
を
構
え
た
と
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
突
然
先
頭
で
戦
い
が
始
ま
っ
た
の
で
、
豊
明

史
跡
の
本
陣
は
臨
時
の
陣
で
あ
っ
て
、
前
か
ら
予
定
し
て
い
た
本

陣
で
は
な
い
。
そ
こ
は
不
用
心
な
狭
間
の
谷
で
あ
る
が
、
急
な
こ

と
で
、
し
か
も
勝
っ
た
と
報
告
が
あ
り
慢
心
し
た
の
で
安
心
し
て

本
陣
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
「
此こ

の

時と
き

直
に
義
元
の
陣
を
襲
い
て
急
に
撃
ち
た
る
は
則す

な
わ
ち

彼
を
擒と

り
こ

に

不せ
ん

た
め
哉か

な

、
是こ

れ

其
の
不
意
を
計は

か

る
の
道
な
り
」

　

急
に
本
陣
を
襲
っ
た
の
は
、
義
元
を
捕
え
る
た
め
に
不
意
討
ち

す
る
作
戦
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

徳
川
義
直
は
家
康
の
息
子
で
あ
る
。
桶
狭
間
合
戦
に
家
康
の
家

　

先
鋒
で
戦
っ
た
一
手
と
は

　
『
松
平
記
』
に
は
「
善
照
寺
の
城
よ
り
二
手
に
な
り
、
一
手
は

御お

さ

き先
衆し

ゅ
う

へ
押お

し
き
た
り来

、
一
手
は
本
陣
の
し
か
も
油
断
し
た
る
所
へ
押お

し

来き
た

り
」
と
あ
り
、
兵
を
二
手
に
分
け
た
と
し
て
い
る
。

　
『
信
長
公
記
』
で
は
、
善
照
寺
砦
か
ら
、
佐
々
隼は

や
と
の
か
み

人
正
と
千せ

ん
し
ゅ
う秋

四

郎
が
三
百
で
「
義
元
へ
向
て
足
軽
に
」
出
た
と
あ
る
の
で
、
先
鋒

の
一
手
は
彼
ら
と
わ
か
る
。
佐
々
ら
が
義
元
行
軍
の
先
頭（
御
先
衆
）

に
向
か
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
塩
尻
』
の
「
一
手
は

駿
兵
の
先
手
に
あ
た
ら
せ
」
と
も
一
致
す
る
。

　

初
代
尾
張
藩
主
徳
川
義よ

し

直な
お

が
、
父
家
康
の
功
業
を
ま
と
め
た
『
成

功
記
』
が
蓬ほ

う

左さ

文
庫
に
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
学
者

堀ほ
り

杏き
ょ
う

庵あ
ん

と
の
共
同
執
筆
の
可
能
性
が
あ
る
）。

　
「
是こ

れ

に
於お

い

て
先せ

ん
ぐ
ん軍
を
十
町
の
外
に
出
さ
し
め
而て

、
桶お

け
は
ざ
ま峡
之
山
の
北

に
陣
す
。
信
長
の
先
鋒
、
佐
々
隼
人
正
、
千
秋
四
郎
、
岩
室
長
門

守
等
義
元
の
先
陣
に
入
て
死
す
。
是
に
よ
り
義
元
益
々
謾ま

ん

ぶ侮
の
心

有
り
也
」

　

信
長
の
先
鋒
、
佐
々
ら
が
義
元
の
先
陣
に
攻
め
か
か
っ
た
の
で
、

義
元
は
先
軍
を
十
町
の
外
に
出
し
、
そ
れ
で
桶
狭
間
の
山
の
北
に

七

七先鋒で戦った一手とは
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先鋒で戦った一手とは七

　

清
洲
城
を
信
長
と
共
に
出
た
筆
頭
小
姓
の
岩
室
長
門
守
が
、
佐
々
ら

と
共
に
討
ち
死
に
し
て
い
る
。
岩
室
長
門
守
は
翌
年
の
於
久
地（
小
口
）

で
の
戦
い
で
死
ん
だ
と
『
信
長
公
記
』
に
あ
る
の
で
、
疑
問
視
す
る
方

も
い
る
が
、
兄
が
桶
狭
間
合
戦
で
死
ん
で
、
弟
が
長
門
守
を
継
い
で
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

徳
川
義
直
に
仕
え
た
尾
張
藩
士
山
澄
英
龍
の
『
桶
狭
間
合
戦
記
』
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
「
岩
室
長
門
守
は
、
旗
本
よ
り
抜
懸
け
し
て
佐
々
・
千
秋
に
相
続
き

進
み
戦
て
是
又
討
た
れ
け
り
」

　

と
こ
ろ
が
、そ
の
前
の
善
照
寺
砦
で
の
記
述
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
「
信
長
の
旗
先
見
へ
け
れ
は
、
佐
々
隼
人
・
千
秋
四
郎
急
に
山
間
を

押
出
す
、
信
長
遠
く
是
を
見
給
ひ
、
使
番
を
以
て
下
知
な
く
し
て
合
戦

は
無
用
と
制
せ
ら
れ
、
又
彼
甚
た
小
勢
な
れ
は
旗
本
の
人
数
を
少
々
分

け
遣
は
し
加
へ
ら
る
」

　

信
長
は
少
し
人
数
を
加
え
て
い
る
。
岩
室
が
佐
々
ら
と
合
流
す
る
手

は
ず
で
信
長
の
隊
か
ら
す
ぐ
出
た
が
、
こ
の
場
に
立
ち
会
っ
た
兵
は

佐
々
ら
を
制
す
る
た
め
に
出
し
た
使
番
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
信
長
と

岩
室
は
打
ち
合
わ
せ
て
い
て
、
岩
室
が
桶
廻
間
村
ま
で
道
案
内
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

臣
と
し
て
参
戦
し
た
平
岩
親ち

か
よ
し吉
が
付
家
老
と
し
て
尾
張
藩
に
い
た

時
期
も
あ
る
。
平
岩
は
『
三
河
後
風
土
記
』
の
著
者
で
も
あ
る
。

江
戸
時
代
初
期
の
史
料
で
信
憑
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

七ツ塚（有松町桶狭間北２丁目）昔は３基あった、佐々らが埋められた跡と考えられる
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真
実
の
桶
狭
間
合
戦

　

進
路
の
史
料
や
、『
成
功
記
』
か
ら
も
わ
か
る
が
、
ま
と
め
る
と
桶

狭
間
合
戦
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

（
注
）
で
、
補
足
し
た
証
拠
史
料
を
後
ほ
ど
詳
し
く
解
説
す
る
。

　

永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
五
月
十
九
日
朝
、
今
川
義
元
本
隊
は

五
千
の
兵
を
引
き
連
れ
て
沓
掛
城
を
出
発
し
、
大
高
城
へ
向
か
う
。

隊
列
は
二
キ
ロ
以
上
に
及
び
、
義
元
は
塗
輿
に
乗
っ
て
先
頭
か
ら
一

キ
ロ
後
方
に
い
た
。

　

織
田
信
長
は
当
日
の
朝
早
く
に
岩
室
長
門
守
ほ
か
主
従
六
騎
で
清

洲
城
を
出
陣
。
熱
田
神
宮
の
南
に
来
た
午
前
八
時
に
大
高
の
鷲
津
砦

と
丸
根
砦
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
煙
を
確
認
、
上
道
を
通
っ
て
急
ぐ
。
善

照
寺
砦
に
待
機
さ
せ
て
い
た
佐
々
隼
人
正
ら
三
百
の
兵
を
先
鋒
と
し

て
岩
室
長
門
守
と
共
に
す
ぐ
出
発
さ
せ
る
。

　
（
図
11
）
佐
々
ら
は
太
子
ケ
根
を
通
っ
て
釜
ケ
谷
で
待
機
す
る
。
昼

頃
、行
軍
し
て
き
た
今
川
軍
先
頭
と
桶
廻
間
村
武た

け

じ路
①
で
戦
っ
た
（
武

路
と
は
「
七
ツ
塚
」
が
あ
る
現
在
の
名
古
屋
市
緑
区
有
松
町
桶
狭
間

北
二
丁
目
）。

　

一
キ
ロ
後
方
②
に
い
た
今
川
義
元
は
、
伝
令
か
ら
敵
襲
来
の
報
せ

八

八真実の桶狭間合戦

図 11　昼頃、今川本隊の先頭を佐々隊が攻撃する
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真実の桶狭間合戦八

を
聞
き
、
即
座
に
桶
廻
間
村
①
へ
主
力
戦
闘
部
隊
を
送
り
出
す
。
塗

輿
を
降
り
た
田
楽
狭
間（
豊
明
史
跡
）②
に
臨
時
の
本
陣
を
構
え
る
が
、

本
陣
は
手
薄
と
な
る
。

　

佐
々
ら
は
当
初
優
勢
に
戦
っ
た
が
、
や
が
て
続
々
と
送
り
込
ま
れ

て
く
る
兵
に
囲
ま
れ
て
討
た
れ
る
。
今
川
軍
先
頭
の
指
揮
官
松
井
宗む

ね

信の
ぶ

（
注
１
）
が
佐
々
、
千
秋
、
岩
室
の
首
を
持
っ
て
本
陣
へ
行
く
。

義
元
は
そ
れ
を
見
て
砦
戦
に
続
く
先
頭
で
の
勝
利
の
報
せ
に
喜
ぶ
。

　
「
義
元
が
戈ほ

こ
さ
き先

に
は
、
天
魔
鬼
神
も
忍た

ま
る

べ
か
ら
ず
。
心
地
は
よ
し
と

悦よ
ろ
こ
ん

で
、
緩ゆ

る
ゆ
る々

と
し
て
謡
を
う
た
は
せ
、
陣
を
居す

え

ら
れ
候
」
と
『
信
長

公
記
』
に
あ
る
。「
義
元
が
戈
先
」
と
は
行
軍
を
鑓や

り

に
例
え
、
そ
の
先

端
が
戈ほ

こ

、
つ
ま
り
行
軍
中
の
今
川
軍
先
頭
と
戦
っ
た
と
言
っ
て
お
り
、

佐
々
隼
人
正
に
は
今
川
軍
を
先
頭
に
引
き
付
け
る
お
と
り
の
役
目
が

あ
っ
た
（
注
２
）。

　

し
か
も
お
と
り
に
は
奇
計
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
あ
と
で
解
説
）。

（
図
12
）
信
長
は
二
千
の
兵
で
中
島
砦
か
ら
東
へ
向
か
い
、
坊
主
山
の

北
の
山
道
を
最
短
経
路
で
通
っ
て
太
子
ケ
根
の
麓
に
至
り
、
北
谷
を

信
長
本
陣
と
し
て
待
機
し
て
い
た
。
や
が
て
義
元
が
宴
を
始
め
た
情

報
が
北
谷
へ
届
き
、
簗
田
出
羽
守
が
「
攻
め
る
の
は
今
」
と
信
長
に

伝
え
た
。

図 12　午後 2 時、信長軍が今川本陣に突入する
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雨
は
や
み
空
が
晴
れ
た
午
後
二
時
、
信
長
は
今
川
本
陣
へ
の
突
入

を
命
令
し
た
。
織
田
軍
先
頭
の
隊
は
今
川
本
陣
の
西
の
山
を
回
っ
て

南
か
ら
、
後
続
隊
は
西
の
山
に
登
り
、
山
の
上
か
ら
駆
け
下
り
て
同

時
に
突
入
し
た
（
注
３
）。

　

油
断
し
て
い
た
今
川
本
陣
は
織
田
軍
の
突
入
が
あ
る
と
は
誰
も
思

っ
て
お
ら
ず
（
注
４
）、不
意
打
ち
と
な
り
本
陣
は
総
崩
れ
と
な
っ
た
。

　

義
元
は
三
百
の
親
衛
隊
に
囲
ま
れ
て
東
へ
逃
げ
、
五
度
ほ
ど
戦
う

が
、
多
く
の
兵
が
深
田
で
足
を
取
ら
れ
て
討
た
れ
五
十
に
減
っ
た
。

　

服
部
小
平
太
が
槍
で
義
元
を
突
く
が
、
足
を
切
ら
れ
て
倒
れ
る
。

す
か
さ
ず
毛
利
新
助
が
組
み
つ
き
、
左
手
の
指
を
義
元
に
食
い
き
ら

れ
な
が
ら
も
義
元
の
首
を
取
っ
た
。

　

今
川
軍
は
追
撃
さ
れ
て
東
の
戦
人
塚
辺
り
ま
で
死
体
が
続
き
、

二
千
五
百
人
の
死
者
を
出
し
、
今
川
軍
は
完
全
な
敗
北
と
な
っ
た
。

　

桶
狭
間
合
戦
は
信
長
の
奇
計
に
よ
る
時
間
差
二
段
攻
撃
で
、
不
意

打
ち
と
な
る
奇
襲
で
あ
っ
た
。

八真実の桶狭間合戦

東海道（明治末〜大正初期）豊明史跡の北から東向きに撮影
右に田があるが、これが「信長公記」にある「深田」と思われる
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松
井
宗
信
の
甥
の
宗む

ね
ち
か親
は
、
桶
狭
間
合
戦
か
ら
帰
り
、
永
禄
十
二

年
に
家
康
の
家
臣
と
な
り
、そ
の
息
子
重し

げ
ち
か親

は
慶け

い
ち
ょ
う長

六
年（
一
六
〇
一
）

に
尾
張
植う

え

だ田
（
名
古
屋
市
天て

ん
ぱ
く白

区
）
に
領
地
を
与
え
ら
れ
、
初
代
尾

張
藩
主
、
徳
川
義
直
の
家
臣
と
な
っ
て
い
る
。
松
井
宗
信
の
戦
死
地

が
特
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
戦
っ
た
宗
親
が
松
井
宗
信
の
遠え

ん

忌き

法
要
を
塚
の
前
で
行
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

徳
川
義
直
は
戦
か
ら
六
五
年
後
に
「
桶
狭
間
古
戦
場
御
巡
覧
」
さ

れ
た
と
『
源（

義

直

）敬
様
御
代
御
記
録
』
に
あ
る
。『
成
功
記
』
を
書
く
た
め

の
取
材
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
殿
様
が

古
戦
場
を
見
た
い
と

い
え
ば
、
家
臣
の
中

で
詳
し
い
者
が
案
内

役
を
務
め
た
は
ず
で
、

松
井
宗
信
の
塚
も
確

認
し
た
で
あ
ろ
う
か

ら
、
家
臣
と
な
っ
て

い
た
松
井
重
親
に
聞

い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

証
拠
史
料

１
（
注
１
）
松
井
宗む

ね

信の
ぶ

が
今
川
軍
の
先
頭
に
い
た
証
拠

　
『
松
井
家
系
譜
』（
蓬
左
文
庫
『
藩
士
名
寄
』
尾
張
藩
士
松
井
市
右

衛
門
系
譜
）
宗
信
。

　
「
永
禄
三
年
申さ

る

五
月
十
九
日
、
今
川
義
元
尾
州
織
田
信
長
と
対
陣
の

節
、
宗
信
先せ

ん

く駆
つ
か
ま
つ
り
騎き

し士
二
百
人
、
雑ぞ

う
ひ
ょ
う兵

七
百
人
引
き
連
れ

相あ
い
し
た
が随

い
申
し
候そ

う
ろ
う

処と
こ
ろ

、
知
多
郡
屋
形
狭
間
に
お
い
て
信
長
不
意
に
之こ

れ

を

打
ち
義
元
戦
死
の
時
、
宗
信
以
下
討
ち
死
に
つ
か
ま
つ
り
候
」

　

松
井
宗
信
は
「
先
駆
」
と
あ
る
の
で
行
軍
中
の
今
川
軍
先
頭
の
指

揮
官
を
務
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
佐
々
ら
三
百
は
、
今
川
軍
先
頭

の
松
井
隊
九
百
に
攻
め
か
か
っ
た
と
わ
か
る
。

　
『
総そ

う

け

ん

き

見
記
』
で
は
勝
利
の
後
、
佐
々
・
千
秋
・
岩
室
三
人
の
首
が
本

陣
へ
届
け
ら
れ
て
義
元
に
見
せ
た
と
あ
る
。
豊
明
史
跡
の
西
の
山
に

松
井
宗
信
の
塚
（
墓
）
が
あ
る
の
は
、
戦
勝
報
告
の
た
め
に
松
井
が

首
を
届
け
て
本
陣
に
戻
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

義
元
は
「
屋
形
狭
間
」
で
討
た
れ
た
と
あ
る
が
、
屋
形
狭
間
は
豊

明
史
跡
「
田
楽
狭
間
」
の
こ
と
で
、
豊
明
史
跡
で
不
意
打
ち
に
よ
り

討
た
れ
た
と
し
て
い
る
。

九

松井宗信の墓、右は七石表二号碑（松井の塚跡）
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３
（
注
３
）
山
の
上
か
ら
攻
撃
が
あ
っ
た
証
拠

　
『
松
平
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
「
永
禄
三
年
五
月
十
九
日
昼
時
分
大
雨
し
き
り
に
降
。
今
朝
の
御
合

戦
御
勝
に
て
目め

で

た

し

出
度
と
鳴
海
桶
は
ざ
ま
に
て
、
昼
弁
当
参ま

い
り
そ
う
ろ
う
と
こ
ろ

候
処
へ
、

其
辺
の
寺
社
方
よ
り
酒さ

け
さ
か
な肴

進
上
仕つ

か
ま
つ

り
、
御
馬う

ま
ま
わ
り廻

の
面
々
御お

さ
か
ず
き盃

下
さ
れ

候
時
分
、
信
長
急
に
攻
来
り
、
笠か

さ
で
ら寺

の
東
の
道
を
押
出
て
、
善
照
寺

の
城
よ
り
二
手
に
な
り
、
一
手
は
御
先
衆
へ
押
来
、
一
手
は
本
陣
の

し
か
も
油
断
し
た
る
所
へ
押
来
り
、
鉄
砲
を
内う

ち
か
け掛

し
か
ば
、
味
方
思

ひ
も
よ
ら
ざ
る
事
な
れ
ば
、
悉こ

と
ご
と
く

敗
軍
し
さ
は
ぐ
処と

こ
ろ

へ
、
山
の
上
よ
り

も
百
余
人
程
突
て
下
り
、
服
部
小
平
太
と
云
者
長
身
の
鑓
に
て
義
元

を
突つ

き

申も
う
し

候そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ

、
義
元
刀
を
ぬ
き
青あ

お

貝が

い

え柄
の
鑓や

り

を
切
折
り
、
小
平
太
が

ひ
ざ
の
口
を
わ
り
付
給た

ま

ふ
。
毛
利
新
介
と
云
も
の
義
元
の
首
を
と
り

し
が
、
左
の
指
を
口
へ
さ
し
入
、
義
元
に
く
ひ
き
ら
れ
し
と
聞
え
し
」

　

寺
社
方
（
僧
侶
や
神
官
）
が
酒
肴
を
持
っ
て
き
た
こ
と
、
攻
撃
の

あ
っ
た
「
時
分
」
の
状
況
、
鉄
砲
を
撃
ち
か
け
ら
れ
た
こ
と
、「
山
の

上
よ
り
も
百
余
人
程
突
て
下
り
」
な
ど
か
な
り
具
体
的
で
あ
り
、
そ

の
場
に
い
た
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
事
が
書
か
れ
て
い
て
、
実
際
に

本
陣
に
い
た
兵
か
ら
の
報
告
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
兵
と
は
盃
の
順

番
を
待
っ
て
い
た
馬
廻
り
衆
と
思
わ
れ
る
。

　
「
十
町
の
外
に
出
さ
し
め
」
と
『
成
功
記
』
に
あ
る
の
で
、
松
井
隊

と
佐
々
隊
が
戦
っ
た
場
所
も
巡
覧
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

２
（
注
２
）
佐
々
隼
人
正
が
お
と
り
役
を
引
き
受
け
て
い
た
証
拠

　

信
長
の
家
臣
で
あ
っ
た
父
、
道
家
尾
張
守
か
ら
聞
い
た
と
す
る

『
道ど

う

け

そ

か

ん

き

家
祖
看
記
』
に
、
佐
々
政ま

さ
つ
ぐ次

（
隼
人
正
）
が
信
長
と
打
ち
合
わ
せ

て
い
た
と
あ
る
。

　

佐
々
は
死
を
覚
悟
し
て
い
て
、
そ
の
か
わ
り
弟
内く

ら

の

す

け

蔵
助
（
成な

り
ま
さ政

）

と
倅せ

が
れ（

清せ
い
ぞ
う蔵

）
の
将
来
を
頼
み
、自
分
が
今
川
軍
の
押
さ
え
を
す
る
（
引

き
付
け
て
お
く
）
の
で
、
殿
（
信
長
）
は
脇
鑓
に
（
横
か
ら
）
攻
め

る
よ
う
に
と
計
略
を
述
べ
て
今
川
旗
本
へ
向
か
っ
て
行
っ
た
と
あ
る
。

打
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
抜
け
駆
け
で
は
な
い
。
佐
々

隼
人
正
は
「
お
と
り
」
の
役
目
を
引
き
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

弟
の
成
政
は
こ
の
あ
と
戦
功
を
賞
さ
れ
て
春
日
井
郡
の
内
八
千
貫

文
（
約
八
億
円
相
当
）
を
賜
っ
た
と
『
武ぶ

こ

う功
夜や

わ話
』
に
あ
る
。
桶
狭

間
合
戦
一
番
の
戦
功
で
沓
掛
三
千
貫
文
を
も
ら
っ
た
と
す
る
簗や

な

だ田

出で

わ

の羽
守か

み

よ
り
は
る
か
に
大
き
い
。
倅
の
清
蔵
も
一
五
歳
で
比ひ

ら良
城
主

に
な
っ
て
い
て
、
信
長
は
約
束
を
守
っ
て
い
た
。
佐
々
隼
人
正
政
次

こ
そ
桶
狭
間
合
戦
で
の
戦
功
一
番
で
あ
っ
た
。

九証拠史料
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４
（
注
４
）
本
陣
の
実
態
を
示
す
史
料

　

豊
明
史
跡
に
建
っ
て
い
る
『
桶
狭
間
弔ち

ょ
う

古こ

ひ碑
』（
一
八
〇
九
）
は
、

松
井
宗
信
の
弟
の
子
孫
、
尾
張
藩
士
松
井
小
十
郎
の
二
男
で
、
氷ひ

む

ろ室

家
の
婿
養
子
に
な
っ
た
津
島
の
神
官
氷
室
豊と

よ
な
が長

が
「
感
ず
る
所
あ
っ

て
こ
れ
を
建
て
る
」と
裏
面
に
書
い
て
お
り
、豊
長
が
書
い
た
内
容
で
、

今
川
本
陣
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
。

　

敵
が
攻
め
込
む
鬨と

き

の
声
が
背
中
の
方
か
ら
聞
こ
え
た
が
誰
も
す
ぐ

に
襲
わ
れ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
、
今
川
本
陣
が
不
意
打
ち

さ
れ
た
時
の
状
況
を
碑
面
に
刻
ん
で
あ
る
。
軍
中
に
酒
が
出
た
と
も

記
す
。「
信
長
奇き

へ

い兵
を
以
て
之こ

れ

を
襲
う
」
と
、
は
っ
き
り
奇
襲
と
し

て
い
る
。
松
井
家
に
あ
っ
た
記
録
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
碑
面
に

「
秦は

た
か
な
え
せ
ん

鼎
撰
」
と
あ
る
が
、

豊
長
の
文
を
格
調
あ
る

漢
文
に
置
き
換
え
た
の

が
儒じ

ゅ
が
く
し
ゃ

学
者
の
秦
鼎
で
あ

る
。
こ
の
碑
文
は
数
少

な
い
今
川
本
陣
に
い
た

者
の
記
録
で
、
貴
重
で

あ
る
。

　
『
天て

ん

た

く

じ

き

沢
寺
記
』
に
、
長
沢
城
主
の
松
平
政ま

さ

忠た
だ

が
丸
根
砦
の
戦
勝
報
告

に
今
川
本
陣
を
訪
れ
て
い
て
討
た
れ
た
記
録
が
あ
る
。
政
忠
の
家
臣

で
、
生
き
延
び
た
馬
廻
り
衆
が
報
告
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
水
野
勝
成
覚
書
』
に
も
山
の
上
か
ら
の
攻
撃
を
伝
え
て
い
る
。

　
「
義
元
合
戦
は
我
等
が
生
れ
る
四
年
以
前
の
永
禄
三
年
の
事
だ
が
、

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
お
け
は
ざ
ま
に
て
昼
弁
当
を
あ
が
っ
て
い

る
と
こ
ろ
を
、
上
の
山
よ
り
服
部
小
平
太
突
き
か
か
り
」

　
「
上
の
山
よ
り
」
は
、『
松
平
記
』
の
「
山
の
上
よ
り
も
百
余
人
程

突
て
下
り
」
が
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

水
野
勝
成
は
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
刈か

り

や谷
城
主
に
な
っ
て
い
る
。

戦
の
あ
と
近
い
時
期
で
あ
り
、
地
元
な
の
で
実
際
に
知
っ
て
い
た
人

か
ら
聞
い
た
可
能
性
は
高
い
。

　

小
瀬
甫
庵
『
信
長
記
』
に
、「
彼
が
陣
取
り
し
上
な
る
山
に
て
、
旗

を
張
ら
せ
、
各
を（

山

を

下

っ

て

）

り
立
っ
て
懸か

か
れ
と
下げ

ち知
し
給
へ
ば
」
と
あ
る
が
、

義
元
本
陣
の
西
の
山
に
旗
を
立
て
て
、
後
続
隊
は
旗
を
目
指
し
て
登

り
、各
々
山
を
下
っ
て
突
入
せ
よ
、と
信
長
が
命
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
『
松
平
記
』
に
、「
鉄
砲
を
撃
ち
か
け
」
と
あ
る
の
は
、
山
に

登
っ
た
者
も
同
時
に
突
入
す
る
た
め
の
相
図
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
、
二
～
三
発
の
こ
と
と
思
う
。

豊明史跡にある『桶狭間弔古碑』右は大正４年の碑
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義
元
が
ど
う
動
く
の
か
、
信
長
に
は
想
定
で
き
て
い
て
、
ま
さ
に
そ

の
予
測
通
り
に
義
元
は
行
動
し
て
い
た
。

　

自
ら
の
命
令
で
兵
を
前
方
に
送
り
出
し
、
塗
輿
を
下
り
た
谷
を
臨

時
の
本
陣
と
す
る
。
手
薄
と
な
っ
た
不
用
心
な
谷
に
本
陣
を
置
い
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
信
長
が
義
元
を
く
つ
ろ
が
せ
よ
う
と
考
え
て

い
た
こ
と
は
信
長
の
言
葉
か
ら
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
義
元
に
、
大

高
の
砦
戦
と
佐
々
ら
と
の
戦
い
に
す
べ
て
勝
た
せ
て
油
断
さ
せ
た
。

　

義
元
は
手
薄
と
な
っ
た
本
陣
で
、
砦
戦
に
続
き
先
頭
で
の
戦
い
に

も
二
度
と
も
勝
っ
た
と
聞
き
、
喜
ん
で
す
っ
か
り
く
つ
ろ
い
で
し
ま

っ
た
。
そ
の
油
断
し
た
所
へ
織
田
軍
が
突
入
し
て
き
た
。

　

そ
の
突
入
時
の
本
陣
の
状
況
を
『
信
長
公
記
』
は
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

　
「
弓
・
鑓や

り

・
鉄
砲
・
の
ぼ
り
・
さ
し
物
、
算さ

ん

を
乱
す
に
異
な
ら
ず
。

今
川
義
元
の
塗ぬ

り

輿こ
し

も
捨
て
、
く
づ
れ
逃
れ
け
り
」

　

今
川
軍
本
陣
に
槍
や
鉄
砲
な
ど
の
武
器
が
転
が
っ
て
い
た
と
あ
る
。

槍
を
手
に
す
る
時
間
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
瞬
の
出
来
事

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
塗
輿
も
放
置
し
た
ま
ま
東
へ
逃
げ

て
い
る
の
は
ま
さ
し
く
不
意
打
ち
で
あ
り
、
急
に
襲
撃
さ
れ
た
時
の

状
況
を
『
信
長
公
記
』
は
記
述
し
て
い
た
と
わ
か
る
。

　

お
と
り
の
策
を
信
長
が

　

考
え
て
い
た
証
拠　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
『
武ぶ

こ

う功
夜や

わ話
』
に
、
当
時
三
五
歳
の
小お

ざ

か坂
雄か

つ
よ
し吉

（
著
者
の
祖
父
）
の

覚お
ぼ
え
が
き書

と
し
て
、「
三
月
晦み

そ

か日
」
生い

こ

ま駒
屋
敷
（
江
南
市
小こ

お

り折
）
で
聞
い
た

信
長
の
言
葉
が
記
載
し
て
あ
る
。

　
「
如い

か何
に
治じ

部ぶ

少し
ょ
う
ゆ
う輔

（
義
元
）
鉄て

つ

椎つ
い

の
構
え
と
い
え
ど
も
、
勝
に
乗

ず
れ
ば
油
断
あ
り
。
駿
・
遠
・
三
の
大
兵
長ち

ょ
う
と途

の
兵
な
り
。
こ
の
軍

路
を
止
め
せ
し
む
る
の
策
、
普
段
野
に
あ
る
者
よ
く
よ
く
勘か

ん
こ
う考

あ
っ

て
し
か
る
べ
き
と
仰
せ
ら
れ
。
若も

し

治
部
少
輔
く
つ
ろ
ぎ
の
期
こ
れ
あ

り
候そ

う
ら

わ
ば
、
天て

ん

よ与
の
機
な
り
。
梁や

な

だ田
弥
次
左（

右
）

衛
門
、
同
鬼
九
郎
と
よ

く
示
し
合
せ
、
共
に
相
計
り
て
逐ち

く

一い
ち

注
進
候
え
」

　

信
長
は
「
軍
路
を
止
め
せ
し
む
る
の
策
」
を
問
い
か
け
て
い
る
。

長
く
な
っ
て
い
る
今
川
の
進
軍
を
止
め
る
策
は
、
野
に
あ
る
そ
の
方

達
な
ら
分
か
る
で
あ
ろ
う
、
よ
く
考
え
て
工
夫
せ
よ
。

　

信
長
の
考
え
の
な
か
に
、
佐
々
ら
を
差
し
向
け
て
「
軍
路
を
止
め

せ
し
む
る
の
策
」
が
二
カ
月
前
に
は
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示

す
証
拠
で
あ
る
。

　

今
川
軍
の
先
頭
に
攻
め
か
か
れ
ば
行
軍
は
止
ま
る
。
そ
う
な
れ
ば

十

十おとりの策を信長が考えていた証拠
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おとりの策を信長が考えていた証拠十

①
《「
富と

み

か加
」「
笠か

さ
ま
つ松
」「
八や

お

つ

百
津
」
と
当
時
な
か
っ
た
村
名
の
記
載

　

が
あ
り
偽
書
の
証
拠
》
と
す
る
。

　
「
富
加
」
は
「
富
加
道
」
と
他
の
史
料
に
あ
る
か
ら
道
の
名
で

　

村
の
名
で
は
な
い
。

　
「
笠
松
」
は
天
正
十
四
年
の
大
洪
水
で
消
滅
し
た
が
、
復
興
後

　

元
の
名
に
復
帰
し
た
村
。

「
八
百
津
」
は
「
八
百
み
な
と
衆
」
と
あ
る
か
ら
港
の
名
で
村
の

　

名
で
は
な
い
。
明
治
に
港
の
名
を
町
の
名
に
し
た
。

②�

《
桶
狭
間
合
戦
で
は
定
説
の
「
正
面
攻
撃
説
」
と
一
致
せ
ず
作
ら

れ
た
話
で
あ
ろ
う
。
蜂
須
賀
小
六
が
田
楽
狭
間
で
酒
肴
と
同
時

に
「
唐か

ら

芋い
も

」
を
出
し
た
と
あ
る
が
、「
さ
つ
ま
い
も
」
は
江
戸
中

期
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
偽
書
の
証
拠
》
と
す
る
。

　
「
唐
芋
」
は
「
と
う
い
も
」
と
読
む
の
が
正
し
く
里
芋
の
事
で
、

と
う
い
も
と
呼
ぶ
地
域
は
愛
知
県
に
現
在
も
あ
る
。

正
面
攻
撃
説
と
一
致
し
な
い
の
は
そ
の
説
に
疑
問
が
あ
る
証
明
で
、

本
書
と
は
一
致
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
多
く
の
証
拠
を
提
示
し
て
い
る
が
、
的
を
突
い
た
指
摘

は
見
ら
れ
な
い
。
詳
し
く
は
拙
著
『
桶
狭
間
合
戦
奇
襲
の
真
実
』
で

証
明
し
て
い
る
の
で
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
お
、
簗
田
と
示
し
合
わ
せ
て
注
進
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
の
で
、

今
川
本
陣
の
情
報
を
調
べ
、
簗
田
が
信
長
に
報
告
し
て
い
た
と
わ
か

る
。
本
陣
に
酒
肴
を
寺
社
方
が
持
っ
て
き
た
と『
松
平
記
』に
あ
る
が
、

『
武
功
夜
話
』
で
は
今
川
本
陣
を
調
べ
る
た
め
と
し
て
い
て
、
細さ

い
さ
く
に
ん

作
人

（
ス
パ
イ
）
が
寺
社
方
の
後
ろ
に
い
た
と
い
う
。
そ
れ
で
義
元
本
陣
を

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
襲
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

『
武
功
夜
話
』
は
偽
書
で
は
な
い

　

な
お
『
武
功
夜
話
』
を
偽ぎ

し

ょ書
と
す
る
説
が
あ
る
の
で
反
論
し
て
お

き
た
い
。

　
『
武
功
夜
話
』
と
は
、
伊
勢
湾
台
風
の
後
、
愛
知
県
江
南
市
で
見
つ

か
っ
た
史
料
で
、
信
長
か
ら
秀
吉
、
関
ヶ
原
戦
ま
で
の
詳
細
な
前
野

家
の
記
録
。
著
者
は
庄
屋
の
吉よ

し

だ田
雄か

つ
か
ね翟
（
一
五
八
七
～
一
六
五
八
）

と
さ
れ
、
曾
祖
父
、
祖
父
（
織
田
の
家
臣
）、
祖
父
の
弟
（
秀
吉
の
家

臣
）、
同
弟
（
佐
々
成
政
の
家
臣
）、
父
、
及
び
各
家
臣
た
ち
の
日
記

や
覚
書
、
聞
き
取
り
な
ど
を
基
に
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
。
膨
大
な
量

が
あ
り
出
版
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
通
説
と
異
な
る
話

が
多
く
、
史
料
と
し
て
認
め
な
い
学
者
も
い
る
。
偽
書
の
根
拠
と
す

る
主
な
論
点
と
し
て
次
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
勘
違
い
し
て
い
る
。
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義
元
は
な
ぜ
油
断
し
て

　

酒
宴
を
開
い
た
の
か

　

軍
中
に
酒
を
出
し
、酒
宴
を
開
い
た
の
で
義
元
は
討
た
れ
た
と
『
尾

張
名
所
図
会
』
は
伝
え
て
い
る
。
図
13
を
見
れ
ば
弓
・
槍
・
鉄
砲
な

ど
の
武
器
は
立
て
か
け
て
あ
る
し
、
酒
を
飲
む
た
め
に
は
兜か

ぶ
と

を
外
さ

な
く
て
は
飲
め
な
い
の
で
、
皆
か
ぶ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
と
き
図
14

の
よ
う
に
急
に
襲
わ
れ
れ
ば
、
ま
ず
兜
を
か
ぶ
り
、
紐ひ

も

を
結
ば
ね
ば

な
ら
ず
、
槍
な
ど
の
武
器
を
手
に
す
る
時
間
も
な
か
っ
た
こ
と
が
理

解
で
き
る
。「
勝
っ
て
兜か

ぶ
と

の
緒お

を
締
め
よ
」
の
言
葉
通
り
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
戦
争
が
終
了
し
て
い
な
い
の
に
な
ぜ
酒
宴
を
開
く
な
ど
油

断
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
武
功
夜
話
』
の
信
長
の
言
葉
を
聞
け
ば
、
信
長
は
義
元
を
油
断
さ

せ
る
作
戦
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
佐
々
は
信
長
と
打
ち
合

わ
せ
て
い
た
か
ら
、
お
と
り
に
は
重
大
な
役
目
が
あ
っ
て
、
信
長
の

身
代
わ
り
（
影
武
者
）
を
務
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
史

料
が
示
し
て
い
る
。

　

小
瀬
甫
庵
『
信
長
記
』
は
、
善
照
寺
砦
で
佐
々
た
ち
が
「
御
紋
の

旗
を
待
ち
請
け
」
と
し
て
い
る
。

　

佐
々
は
、
信
長
か
ら
御
紋
の
旗
を
受
け
取
る

約
束
で
善
照
寺
砦
に
待
ち
受
け
て
い
て
、

岩
室
長
門
守
が
旗
を
持
っ
て
佐
々
隊
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
中
古
日
本
治
乱
記
』
に
は
「
信
長
の
大
先
手
は
佐
々
隼
人
正
正
道
、

千
秋
四
郎
大
夫
良
文
、信
長
の
瓜う

り

紋
の
旗
差さ

し
あ
げ揚

て
向
ふ
」
と
あ
り
、『
改

正
三
河
後
風ふ

ど

き

土
記
』
に
も
、
佐
々
ら
が
「
信
長
の
窠か

の
紋
の
旗
真
先

に
立
て
進
み
た
る
」
と
あ
る
が
、「
瓜
」
も
「
窠
」
も
信
長
の
紋
「
五

葉
木も

っ
こ
う瓜

紋
」
の
別
称
で
あ
る
。

　

佐
々
・
千
秋
は
桶
廻
間
村
武
路
で
、
そ
の
御
紋
の
旗
を
馬
上
に
掲

げ
て
今
川
軍
と
戦
っ
た
。
今
川
軍
は
信
長
の
旗
を
掲
げ
た
武
将
を
信

長
と
思
い
込
み
、
討
ち
取
っ
た
首
は
「
信
長
の
首
」
と
義
元
に
報
告

さ
れ
た
の
で
、「
天
魔
鬼
神
も
忍た

ま
る

べ
か
ら
ず
」
と
勝
ち
誇
っ
て
い
る
。

天
魔
鬼
神
と
言
わ
れ
た
信
長
も
ひ
と
た
ま
り
も
な
い
と
言
っ
て
い
て
、

信
長
を
討
ち
取
っ
た
と
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
祝
宴
を

開
く
こ
と
に
し
た
理
由
が
わ
か
る
。

　

岩
室
長
門
守
は
、
信
長
か
ら
預
か
っ
た
陣
羽
織
な
ど
証
拠
の
品
を

佐
々
あ
る
い
は
千
秋
に
着
け
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

佐
々
隼
人
正
ら
を
信
長
の
影
武
者
に
仕
立
て
る
奇
計
が
あ
っ
た
の

十
一

十
一義元はなぜ油断して酒宴を開いたのか
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義元はなぜ油断して酒宴を開いたのか十
一

で
あ
る
。
信
長
は
、
自
分
を
討
っ
た
と
思
わ
せ
れ
ば
義
元
は
油
断
す

る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
が
、
そ
の
奇
計
に
義
元
は
み
ご
と
に
引
っ
掛

か
り
、
信
長
を
討
っ
た
と
確
信
し
て
早
く
も
祝
宴
を
開
く
。
謡う

た
い

を
三

番
も
う
た
い
祝
い
酒
を
出
す
な
ど
、
信
長
の
狙
い
通
り
、
完
全
に
油

断
し
て
し
ま
っ
た
。

　
『
三
岡
記
』
に
は
、「
善
照
寺
の
城
よ
り
二
手
に
分
け
、
一
手
は
義

元
の
先
手
へ
向
け
、
一
手
は
本
陣
に
む
け
ら
る
る
な
り
。
信
長
の
推

量
の
如
く
油
断
し
あ
り
け
る
所
へ
押
寄
け
る
故
、
一
手
も
た
ま
ら
ず

敵
敗
走
す
」
と
あ
る
。
信
長
の
推
量
に
よ
る
計
略
通
り
に
油
断
し
た

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
春
日
山
日
記
』
に
「
奇
計
」

と
あ
る
の
は
、
こ
の
身
代
わ

り
に
よ
る
お
と
り
作
戦
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
信
長
の
巧
妙

な
計
略
に
よ
り
、
狙
い
通
り

義
元
は
油
断
し
、
奇
襲
攻
撃

で
大
勝
利
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
が
桶
狭
間
合
戦
の
真

実
で
あ
る
。

図 14　田楽狭間へ織田軍突入の図

図 13　『尾張名所図会』天保 12 年（1841）「桶狭間陣中に今川義元酒宴の図」
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回
し
が
し
て
な
い
の
は
当
然
で
す
。

　

参
謀
本
部
は
「
京
師
に
詣ま

い

り
将
軍
足
利
義
輝
に
謁え

っ

し
」
と
し
て
い

る
の
で
、
参
謀
本
部
が
甫
庵
『
信
長
記
』
を
読
み
間
違
え
て
い
た
の

で
あ
っ
て
、
甫
庵
の
間
違
い
で
は
な
い
の
で
す
。

　
　
　

今
川
軍
の
出
陣
数
は
何
人
で
す
か
？

�

Ａ�

今
川
軍
の
出
陣
数
は
各
史
料
に
よ
り
八
千
、
一
万
、
二
万
、
二
万

五
千
、
三
万
、
四
万
、
四
万
二
千
、
四
万
五
千
、
六
万
と
み
ご
と
に

異
な
っ
て
い
ま
す
。
参
謀
本
部
は
二
万
五
千
と
し
て
い
て
、
現
代
の

説
も
多
く
が
採
用
し
て
い
る
が
、『
信
長
公
記
』
は
四
万
五
千
と
す
る
。

　

筆
者
が
調
べ
た
限
り
で
は
江
戸
時
代
に
記
載
の
あ
っ
た
六
〇
の
史

料
中
で
、
四
万
が
四
〇
％
で
最
も
多
い
。
四
万
の
半
数
で
あ
る
二
万

が
正
し
い
と
主
張
す
る
史
料
も
あ
る
。
ま
た
、
大
き
く
見
積
っ
て
も

二
万
四
千
が
限
度
と
す
る
武
田
信
玄
の
家
臣
高
坂
弾
正
が
述
べ
た
と

す
る
史
料
も
あ
る
。

　
「
四
万
と
聞
い
た
」
と
す
る
史
料
は
多
い
の
で
四
万
は
今
川
が
流
し

た
噂
と
思
う
。
筆
者
の
推
定
は
二
万
五
千
が
今
川
方
の
総
戦
力
で
、

半
数
は
国
の
守
備
に
残
す
と
思
わ
れ
る
の
で
、
出
陣
は
一
万
、
先
行

の
隊
を
含
め
て
一
万
二
千
位
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
万
と
す
る
江
戸

　

疑
問
に
答
え
る
（
Ｑ
＆

Ａ
）

　
　
　

今
川
義
元
は
上
洛
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
か
？

�

Ａ�

小
瀬
甫
庵
『
信
長
記
』
ほ
か
多
く
の
史
料
に
、
義
元
が
上
洛
し

よ
う
と
し
て
い
た
と
あ
る
が
、
正
面
攻
撃
説
は
、
京
や
途
中
の
大
名

に
根
回
し
し
た
形
跡
が
な
い
か
ら
上
洛
途
上
の
出
来
事
で
は
な
く
、

甫
庵
の
間
違
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
京
ま
で
行
く
行
列
が
途
中

で
襲
わ
れ
た
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
す
。
義
元
に
は
京
に
上
る
野

望
が
あ
っ
た
が
、
上
洛
は
尾
張
を
制
圧
し
て
か
ら
後
の
こ
と
で
す
。

　

甫
庵
『
信
長
記
』
に
は
「
今
川
義
元
は
天
下
へ
切き

り

て
上
り
国
家
の

邪じ
ゃ

路ろ

を
正た

だ
さ

ん
と
て
、
数
万
騎
を
卒
し
」
と
あ
り
、
遠
江
と
三
河
を
程

な
く
従
え
た
と
し
て
い
る
が
、
二
国
を
従
え
る
の
に
数
十
年
か
け
て

い
る
。
数
万
と
す
る
の
は
二
国
を
攻
め
た
時
の
人
数
で
、
尾
張
へ
は

四
万
五
千
を
出
し
た
と
し
て
い
る
か
ら
別
の
話
で
す
。
尾
張
を
制
圧

す
る
の
も
簡
単
で
は
な
く
、
年
月
を
要
す
る
。

　
『
改
正
三み

か

わ

ご

河
後
風ふ

ど

き

土
記
』
に
は
「
尾
張
を
手
に
入
れ
て
、
近
江
に
発

向
し
佐
々
木
を
責
亡
し
、
京
都
に
旗
を
立
、
天
下
を
掌
握
せ
ん
と
」

と
あ
る
。
尾
張
を
制
圧
し
て
か
ら
、
近
江
も
攻
め
る
と
計
画
を
示
し

て
い
る
。
つ
ま
り
上
洛
は
ま
だ
先
の
事
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
根

十
二

十
二質問に答える（Q&A）

Ｑ
１

Ｑ
２
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高
城
へ
の
入
城
後
、
次
の
日
は
舟
で
兵
士
を
運
び
、
一
気
に
清
洲
城

に
攻
め
込
む
作
戦
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
『
今
川
義
元
桶
迫
間
合
戦
覚
』
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
に
、
義
元

が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
あ
る
。

　
「
明
日
は
熱あ

つ

た田
焼
払
ひ
清き

よ

す須
を
責せ

め

ほ
ろ
ぼ
さ
ん
と
宣の

た
ま

ひ
け
る
」

　

早
朝
ま
だ
暗
い
う
ち
に
先
発
隊
が
船
で
熱
田
の
港
に
行
き
、
町
に

火
を
か
け
れ
ば
煙
が
上
り
、
尾
張
全
土
に
知
れ
わ
た
る
の
で
、
清
洲

城
を
は
じ
め
各
城
か
ら
も
兵
が
熱
田
に
集
結
し
て
き
て
、
清
洲
城
の

守
備
は
手
薄
に
な
る
。
気
を
そ
ら
し
て
い
る
う
ち
に
、
本
隊
は
五
条

川
の
西
岸
に
上
陸
し
て
清
洲
城
を
背
後
か
ら
攻
め
れ
ば
、
一
気
に
本

丸
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
善
照
寺
砦
な
ど
か
ら
の
兵
も
引
く
こ
と

に
な
り
、
た
や
す
く
各
砦
を
取
る
こ
と
が
で
き
、
鳴
海
城
も
簡
単
に

解
放
で
き
る
。
一
日
で
決
着
は
つ
く
で
あ
ろ
う
、
と
義
元
自
信
満
々

の
作
戦
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
は
豊
明
史
跡
に
あ
る
『
桶
狭
間
弔
古
碑
』
に
刻
ま
れ
て
い
る

義
元
の
言
葉
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

　
「
曰い

わ

く
、
明み

ょ
う
た
ん旦
清
洲
を
屠と

り
て
朝
食
せ
ん
と
」

明
日
の
朝
、
朝
食
前
に
清
洲
城
を
取
っ
て
し
ま
お
う
、
と
豪ご

う

ご語
し
て

い
た
の
で
す
。

時
代
の
史
料
は
、『
足
利
季
世
記
』『
定
光
寺
年
代
記
』
な
ど
、
知
る

限
り
で
は
五
冊
あ
り
ま
す
。

　

今
川
軍
は
二
千
五
百
余
が
討
た
れ
た
と
史
料
に
あ
る
が
、
そ
の
内

武
士
は
五
百
八
十
余
と
し
て
い
る
か
ら
二
三
％
と
な
る
。
松
井
家
の

系
譜
は
騎
士
二
百
と
雑
兵
七
百
と
し
て
い
る
の
で
武
士
は
二
二
％
と

な
り
、
近
い
の
で
、
武
士
二
三
％
は
正
し
い
と
思
う
。
今
川
方
を
一

万
と
す
れ
ば
武
士
が
二
千
三
百
、
雑
兵
が
七
千
七
百
で
、
一
万
二
千

と
す
れ
ば
武
士
が
二
千
七
百
六
十
と
な
る
が
、
出
陣
し
た
武
士
の
数

と
し
て
は
妥
当
と
思
う
。

　

正
面
攻
撃
説
は
、「
奇
襲
と
す
る
史
料
は
す
べ
て
甫
庵
の
影
響
を
受

け
て
い
る
」
と
し
て
い
る
が
、
今
川
出
陣
数
を
甫
庵
と
同
じ
四
万
五

千
と
す
る
史
料
は
『
信
長
公
記
』
を
含
め
一
五
％
し
か
な
い
の
で
、

甫
庵
か
ら
影
響
を
受
け
た
史
料
は
多
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　

今
川
義
元
は
ど
の
よ
う
な
作
戦
だ
っ
た
の
で
す
か
？

�

Ａ�

義
元
は
沓
掛
城
か
ら
大
高
城
に
入
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
す
。

　
『
信
長
公
記
』
に
「
武
者
舟
千
艘
ば
か
り
」
と
、
大
高
の
港
に
お
び

た
だ
し
い
数
の
舟
を
集
結
し
て
い
た
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
大

質問に答える（Q&A）十
二

Ｑ
３
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桶
狭
間
山
は
ど
こ
で
す
か
？

�

Ａ�

『
信
長
公
記
』
の
「
お
け
は
ざ
ま
山
」
に
は
二
つ
の
別
の
考
え
が

あ
り
ま
す
。

　

①
『
感
興
漫
筆
』
で
、
豊
明
古
戦
場
を
訪
れ
た
細
野
要
斎
は
「
桶

狭
間
山
の
古
戦
場
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
豊
明
史
跡
を
「
桶
狭
間
山
」

と
し
て
い
る
。
豊
明
史
跡
は
標
高
30
ｍ
で
、
鷲
津
砦
と
同
じ
高
さ
が

あ
る
。『
桶
狭
間
弔
古
碑
』
は
「
高
原
」、『
東
海
道
名
所
図
会
』
は
「
原

山
」、『
尾
張
名
所
図
会
』
で
は
「
平
山
」
と
表
現
し
て
い
る
。「
高
原
・

原
山
・
平
山
」
は
「
丘
」
の
こ
と
で
、「
お
け
は
ざ
ま
の
丘
で
休
息
し

た
」
と
読
む
の
が
正
し
い
と
思
う
。『
信
長
公
記
』
の
「
お
け
は
ざ
ま

山
」
は
豊
明
史
跡
の
こ
と
。

　

②
徳
川
義
直
の
『
成
功
記
』
は
「
桶

お
け
は
ざ
ま峡
之
山
の
北
に
陣
す
」
と
し

て
い
て
『
信
長
公
記
』
の
「
お
け
は
ざ
ま
山
」
と
は
別
と
考
え
る
。

　

豊
明
史
跡
に
建
っ
て
い
る
『
桶
狭
間
弔
古
碑
』
は
「
陣
桶
峡
山
北
」

と
あ
る
が
、『
成
功
記
』
と
同
じ
で
「
桶
狭
間
の
山
の
北
に
陣
す
」
と

読
む
の
が
正
し
い
。南
に
あ
る
山
を
桶
狭
間
の
山
と
し
て
い
る
が
、「
桶

峡
間
図
」（
17
頁
図
９
）
に
は
屋
形
狭
間
（
豊
明
史
跡
）
の
南
の
山
を

｢桶
峡
間
山
｣
と
し
て
お
り
、『
成
功
記
』
や
『
桶
狭
間
弔
古
碑
』
と

同
じ
で
、「
桶
狭
間
の
山
」
と
尾
張
藩
は
認
識
し
て
い
た
と
わ
か
る
。

　
　
　

今
川
軍
本
陣
は
桶
狭
間
山
の
頂
上
と
す
る
説
が
あ
る
が
？

�
Ａ�
正
面
攻
撃
説
は
、《『
信
長
公
記
』
に
「
お
け
は
ざ
ま
山
に
人
馬
の

息
を
休
め
」
と
あ
る
か
ら
、
桶
狭
間
山
の
頂
上
に
陣
を
構
え
た
の
で

あ
っ
て
、
田
楽
狭
間
（
豊
明
史
跡
）
の
よ
う
な
不
用
心
な
低
地
に
戦

国
武
将
の
義
元
が
本
陣
を
構
え
る
は
ず
は
な
い
》
と
指
摘
し
た
。

　

し
か
し
〈
兵
と
馬
と
を
休
息
さ
せ
た
〉
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら

戦
争
を
始
め
る
た
め
に
陣
を
構
え
た
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
豊
明
史

跡
に
は
池
が
あ
り
（
14
頁
）
泉
が
あ
る
。
兵
は
皆
新
鮮
な
水
を
飲
む

の
で
休
息
に
は
向
い
て
い
る
が
、
山
の
上
に
は
水
が
な
い
の
で
休
息

に
は
向
い
て
い
な
い
。

　
「
お
け
は
ざ
ま
」
と
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
を
『
信
長
公
記
』
は
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
お
け
は
ざ
ま
と
云
ふ
所
は
、
は
ざ
ま
（
狭
間
）、
く
て
み
（
湿
地
帯
）、

深
田
足
入
れ
（
足
を
取
ら
れ
る
深
田
が
あ
る
）、高
み
、ひ
き
み
、茂
り
、

節せ
っ
し
ょ所
と
云
ふ
事
限
り
な
し
」

「
お
け
は
ざ
ま
」
と
い
う
所
は
、
狭
間
の
谷
で
、
湿
地
帯
と
説
明
し
て

お
り
、
豊
明
史
跡
の
地
形
と
一
致
し
て
い
る
。《
山
の
上
に
本
陣
を
構

え
た
》
と
解
釈
す
る
の
は
『
信
長
公
記
』
の
誤
読
で
あ
ろ
う
。

十
二質問に答える（Q&A）

Ｑ
４

Ｑ
５
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名
古
屋
市
緑
区
有
松
町
桶
狭
間
の
七
ツ
塚
は
何
か
？

�

Ａ�

有
松
桶
狭
間
古
戦
場
公
園
の
北
二
〇
〇
ｍ
（
桶
狭
間
北
二
丁
目
）

に
、
七
ツ
塚
と
呼
ば
れ
る
塚
が
あ
り
ま
す
。
三
個
の
塚
が
昭
和
ま
で

残
っ
て
い
た
が
、
平
成
元
年
に
宅
地
造
成
で
壊
さ
れ
、
一
つ
だ
け
残

さ
れ
て
い
ま
す
（
現
在
の
桶
狭
間
北
二
丁
目
は
昔
桶
狭
間
字あ

ざ

武た
け

路じ

）。

（
写
真
は
19
頁
）（
図
は
34
頁
）

　

明
治
九
年
の
『
桶
廻
間
村
地
引
帳
』
に
は
官
有
地
と
し
て
、
字
武

路
二
十
八
番
、
四
十
五
番
、
六
十
五
番
に
塚
の
記
載
が
あ
り
、
五
歩

（
坪
）
ま
た
は
四
歩
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
現
在
の
塚
跡
と
ほ
ぼ
同
面

積
の
塚
が
三
個
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。

　

昭
和
十
年
桶
狭
間
字
武
路
の
『
御
料
林
実
測
図
』
で
は
、
現
在
の

塚
（
五
坪
）
の
南
東
九
〇
ｍ
、
さ
ら
に
南
東
六
三
ｍ
に
も
五
坪
程
の

土
地
が
あ
り
、
一
列
に
三
個
並
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ

れ
は
桶
狭
間
合
戦
の
痕
跡
で
、
今
川
軍
の
先
頭
と
戦
っ
て
討
た
れ
た

佐
々
隊
を
埋
め
た
塚
と
思
わ
れ
る
。

　

桶
狭
間
村
で
は
こ
の
塚
が
桶
狭
間
合
戦
の
時
の
戦
死
者
の
塚
と
伝

え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
義
元
が
討
た
れ
た
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、

誤
解
が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
二
か
所
あ
る
古
戦
場
跡
は
両
方
と
も
戦
場
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
山
は
『
桶
狭
間
古
戦
場
之
図
』（
14
頁
図
６
・
７
）
で
は
、
南

の
山
を
「
石い

し
づ
か塚

山
」
と
し
て
い
る
。
義
直
は
石
塚
山
を
「
桶
狭
間
の
山
」

と
書
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

豊
明
史
跡
の
南
か
ら
撮
影
し
た
昭
和
三
四
年
の
写
真
を
み
る
と
、

石
塚
山
に
は
ホ
シ
ザ
キ
工
場
が
建
っ
て
平
ら
に
な
ら
さ
れ
て
い
る
が
、

昭
和
三
〇
年
の
写
真
で
は
は
っ
き
り
山
と
認
識
で
き
る
の
で
「
桶
狭

間
の
山
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
山
名
が
「
桶
狭
間
山
」
で
は
な

い
と
思
う
。

質問に答える（Q&A）十
二

豊 明 史 跡 か ら 南（ 昭
和 34 年撮影）前方の
山は石塚山で、工場が
建っている
右の森から織田軍が突
入 し て き た。 距 離 は
150m

昭和 30 年撮影の石塚
山「桶峡間山」と（17
頁図９）にある山

Ｑ
６
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戦
場
」
と
記
載
さ
れ
た
の
で
、
東
海
道
を
通
る
旅
人
か
ら
「
桶
狭
間
」

の
地
と
呼
ば
れ
て
紹
介
さ
れ
、
大
脇
村
な
の
に
桶
狭
間
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
史
料
は
す
べ
て
豊
明
史
跡
を

「
桶
狭
間
古
戦
場
」
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
地
元
の
人
は
桶
狭
間
古

戦
場
を
「
屋
形
狭
間
」
と
し
て
い
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
名
が
あ
っ
て
混
乱
し
て
い
る
が
、
現
在
の
よ
う

に
正
確
な
地
図
の
な
い
時
代
な
の
で
、
遠
方
の
人
に
は
土
地
名
の
違

い
や
地
境
は
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

長
篠
合
戦
で
は
、
緒
戦
の
「
長
篠
の
戦
い
」
と
、
主
戦
場
と
な
っ

た
「
設
楽
ケ
原
の
戦
い
」
と
を
別
々
に
表
記
し
て
、
二
度
の
戦
い
を

区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
、
ほ
と
ん
ど
の
文
献
史
料
は
「
長
篠
の
戦
い
」
と
し
て
設
楽
ケ

原
で
の
戦
い
を
記
述
し
て
い
ま
す
。
桶
狭
間
合
戦
も
同
様
で
、
豊
明

史
跡
で
の
戦
い
を
「
桶
狭
間
の
戦
い
」
と
記
述
し
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　

豊
明
史
跡
に
塚
が
あ
っ
た
と
い
う
が
？

�
Ａ�
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
に
東
海
道
を
通
っ
た
俳
人
の
斉
藤
徳と

く
げ
ん元

が
『
関
東
下げ

こ

う向
道み

ち
の
き記
』
で
豊
明
史
跡
の
塚
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

　
「
道
よ
り
馬
手
に
あ
た
り
て
小
高
き
古
塚
有
。（
中
略
）
義
基（

元
）

た
た

　
　
　

な
ぜ
桶
狭
間
合
戦
と
い
う
の
で
す
か
？

�

Ａ�

豊
明
史
跡
は
、
当
時
大
脇
村
で
桶
廻
間
村
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
、「
桶
狭
間
の
戦
い
」
と
言
う
の
だ
か
ら
桶
廻
間
村
の
合
戦
で
あ

っ
て
、
豊
明
史
跡
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
方
が
昭
和
に
な

っ
て
か
ら
現
れ
、
誤
解
を
広
め
て
い
る
。

　

し
か
し
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
佐
々
ら
と
の
最
初
の
戦
い

が
桶
廻
間
村
で
行
わ
れ
た
の
で
、「
桶
狭
間
合
戦
」
の
名
が
つ
き
、
主

戦
場
と
な
る
田
楽
狭
間
（
豊
明
史
跡
）
が
文
献
史
料
に
「
桶
狭
間
古

図 15　緑区有松町桶狭間
　　 　（国土地理院発行地形図 2005 に追記）

十
二質問に答える（Q&A）

佐々隊進路

今川軍進路

Ｑ
７

Ｑ
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二
五
～
九
五
）
が
『
藤
田
学
園
保
健
衛
生
大
学
創
設
記
』
で
、
次
の

文
を
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。（
現
在
藤
田
医
科
大
学
）

　
「
学
園
本
部
大
時
計
の
下
付
近
は
沼
や
沢
や
池
で
、基
礎
工
事
の
際
、

地
表
を
約
六
～
八
メ
ー
ト
ル
堀
削
し
、
固
い
地
面
に
杭
を
打
ち
込
ん

だ
。
そ
の
と
き
の
土
工
の
後
日
談
で
は
、
刀
剣
や
武
具
等
が
い
く
つ

も
出
た
が
、
錆
び
て
し
ま
っ
て
触
れ
る
と
、
す
ぐ
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ

た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
」

　
『
桶
狭
間
古
戦
場
之
図
』（
14
頁
図
６
・
７
）
を
見
る
と
、
東
海
道

の
南
に
池
が
描
い
て
あ
り
、
病
院
の
場
所
は
そ
の
池
の
上
に
建
て
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
池
に
沈
ん
で
い
た
武
具
が
出
土
し
て
い
た
の

で
す
。
今
川
の
兵
は
池
に
沿
っ
て
東
へ
逃
げ
る
が
、
追
い
打
ち
を
か

け
ら
れ
、
押
さ
れ
て
多
く
の
者

が
池
や
深
田
に
は
ま
り
、
次
々

と
討
た
れ
て
い
た
状
況
が
証
明

さ
れ
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
豊
明
史
跡
が
戦

場
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い
の
余

地
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
ひ
ま
け
て
此
所
に
て
果は

て
た
ま給
ひ
し
古
墳
な
り
と
聞
て
」

　

戦
い
の
六
八
年
後
に
義
元
戦
死
の
場
所
と
伝
え
る
大
き
な
塚
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
東
海
道
の
南
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
か

ら
豊
明
史
跡
の
こ
と
で
、
明
治
九
年
に
こ
の
塚
の
上
に
義
元
の
墓
碑

が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
塚
は
『
桶
狭
間
古
戦
場
之
図
』（
14
頁
図
６
・
７
）
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。「
此
所
義
元
戦
死
の
地
、
即
つ
か
跡
と
云
」
と
あ
り
、
斎

藤
徳
元
が
見
た
塚
と
わ
か
り
ま
す
。
七
基
の
塚
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
尾
張
藩
士
が
「
七
石
表
」
と
す
る
七
基

の
石
碑
を
建
て
て
い
ま
す
。（
図
７
）
は
七
石
表
の
碑
を
建
て
る
六
六

年
前
に
塚
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
松
井
八
郎
塚
が
山
の
上

に
あ
る
が
、
こ
れ
は
松
井
宗
信
の
塚
で
、
碑
が
建
つ
前
か
ら
松
井
の

塚
と
特
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
現
在
で
は
七
石
表
の

辺
り
に
土
を
も
っ
た
塚
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
古
く
は
山
の
形
を

し
た
塚
が
七
基
あ
っ
た
こ
と
が
図
か
ら
確
認
で
き
ま
す
。

　
　
　

豊
明
史
跡
を
戦
場
と
す
る
証
拠
は
あ
り
ま
す
か
？

�

Ａ�

豊
明
史
跡
の
北
に
隣
接
し
て
、
昭
和
三
十
三
年
に
建
て
ら
れ
た

病
院
が
あ
り
ま
す
。
医
者
で
後
に
総
長
と
な
る
藤
田
啓
介
氏
（
一
九

質問に答える（Q&A）十
二

豊明史跡北の病院、建設時地下から武具が出土
していた

Ｑ
９
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に
な
っ
て
不
要
に
な
り
、
子
孫
が
高
徳
院
へ
持
ち
込
ん
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。　

　

昭
和
二
二
年
頃
に
豊
明
史
跡
の
近
く
で
井
戸
を
掘
っ
た
と
き
や
、

畑
か
ら
鎧
や
刀
が
出
た
と
話
さ
れ
た
方
が
現
在
い
ま
す
。
そ
の
方
は

合
計
四
体
分
の
鎧
を
掘
り
出
し
て
い
て
、
出
る
た
び
に
高
徳
院
へ
持

っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
　

義
元
は
ど
こ
で
討
た
れ
た
の
で
す
か
？

�

Ａ�

多
く
の
史
料
が
本
陣
で
討
た
れ
た
と
し
て
い
ま
す
が
、『
信
長
公

記
』
で
は
三
百
の
兵
に
囲
ま
れ
て
東
へ
逃
げ
、
五
度
ほ
ど
戦
っ
た
と

こ
ろ
で
五
十
に
減
り
、
義
元
は
討
た
れ
た
。
ま
た
、
多
く
の
兵
が
深

田
で
足
を
取
ら
れ
、
は
い
ず
り
回
る
所
を
討
た
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

　
　
　

出
土
し
た
武
具
な
ど
は
残
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

�
Ａ�
病
院
の
下
か
ら
出
土
し
た
物
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
古
い
武

具
が
豊
明
史
跡
の
西
に
あ
る
高
徳
院
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
高

徳
院
は
明
治
二
十
七
年
に
高
野
山
か
ら
本
尊
と
寺
号
を
移
し
て
創
建

さ
れ
た
寺
で
す
が
、
明
治
か
ら
小
さ
な
史
料
館
が
あ
り
ま
し
た
。
写

真
の
よ
う
に
お
び
た
だ
し
い
数
の
武
具
が
展
示
し
て
あ
り
、
錆
び
て

い
て
保
存
状
態
の
悪
い
古
い
武
具
ば
か
り
で
、
槍
で
射
抜
か
れ
た
鎧

も
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
筆
者
は
中
学
生
の
頃
こ
の
展
示
を
見
て

い
ま
す
。
ご
住
職
は
地
元
大
脇
村
や
落
合
村
の
方
た
ち
が
寺
に
持
ち

込
ん
だ
も
の
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
し
現
在
は
史
料
館
を
閉
鎖
し
、
武
具
も
ほ
と
ん
ど
処
分
さ
れ

た
と
の
こ
と
で
す
が
、
少
し
現
存
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
討
た
れ

た
兵
士
か
ら
村
人
が
拾
い
集
め
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。
あ
る
い
は
、
曹
源
寺
の
和
尚
が
戦
人

塚
へ
村
人
に
死
体
を
集
め
さ
せ
た
と
伝
わ
っ
て

い
る
が
、
埋
め
る
際
に
は
鎧
を
外
す
の
で
労
働

の
報
酬
と
し
て
村
人
が
持
ち
帰
っ
た
も
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
刀
や
槍
は
売
れ
た
で
し
ょ
う
が
、

売
れ
な
か
っ
た
物
が
大
量
に
残
っ
て
い
て
明
治

十
二質問に答える（Q&A）

高徳院史料館、明治からあったが現在閉
館で処分された（一部現存）

高徳院に現存する武具の一部

高徳院にあった、槍に射抜かれた鎧
（平凡社『太陽』1978・2 より）

Ｑ
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あ
っ
て
道
か
ら
一
五
ｍ
ほ
ど
南
の
位
置
で
し
た
が
、
そ
の
碑
の
場
所

が
戦
死
地
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
豊
明
史
跡
か
ら
三
〇
〇
ｍ
ほ

ど
東
に
な
り
ま
す
。（
詳
細
は
『
桶
狭
間
合
戦
奇
襲
の
真
実
』
を
ご
参

照
く
だ
さ
い
）

　
　
　

今
川
軍
の
主
な
戦
死
者
に
は
誰
が
い
ま
す
か
？

�
Ａ�
『
天
沢
寺
記
』
に
は
「
桶
狭
間
殉じ

ゅ
ん
し死

之
士
」
と
し
て
四
五
名
の
武

将
の
名
を
記
し
て
あ
り
ま
す
。
討
た
れ
た
の
は
義
元
の
他
、叔
父
・
甥
・

妹
婿
な
ど
、
今
川
一
族
の
者
も
多
い
。

　

戦
国
時
代
で
も
、
野
戦
で
大
将
首
を
と
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

し
た
が
っ
て
本
陣
内
で
討
た
れ
た
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
『
尾
陽
雑
記
』
に
は
、「
義
元
の
陣
崩
れ
け
る
を
、
東
に
向
て
山
を

越
て
追
う
ち
に
す
」
と
あ
る
の
で
、
豊
明
史
跡
の
東
の
低
い
山
を
越

え
て
い
ま
す
。
山
を
下
り
た
と
こ
ろ
に
皆
瀬
川
の
細
い
流
れ
が
現
在

も
あ
る
の
で
、
そ
の
辺
り
が
深
田
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
追
い
打

ち
さ
れ
、
義
元
も
そ
こ
で
討
た
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
明
治
末
頃

の
写
真
（
22
頁
）
で
は
そ
の
辺
り
は
水
田
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

天
保
十
二
年
の
『
大
脇
村
絵
図
』（
図
16
）
を
み
る
と
、
古
戦
場
か

ら
東
に
細
長
く
田
と
な
っ
て
い
て
、
義
元
が
討
た
れ
た
の
も
そ
の
水
田

の
辺
り
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
『
桶
狭
間
合
戦
縁
記
』（
図
17
）
の
古
戦
場
図
の
中
央
、
東
海
道
の

脇
に
碑
が
描
い
て
あ
り

ま
す
。
現
在
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
昭
和
四
五
年

頃
に
筆
者
は
そ
の
碑
を

見
て
い
ま
す
。「
今
川
治

部
大
輔
義
元
墓
」
と
あ

っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま

す
。
工
場
の
敷
地
内
に

図 16　『大脇村絵図』天保 12 年（1841）
　　　　（『豊明市史』）上が北

図 17『桶狭間合戦縁記』嘉永元年（1848）
　　　古戦場図　上が西

質問に答える（Q&A）十
二

Ｑ
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祭
に
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

　
『
桶
狭
間
合
戦
名
残
』
に
は
「
今

川
義
元
二
百
年
忌
之
節
、
大
脇
村

宗（
曹
）

源
寺
此
所
に
て
千
人
供
養
致
候

由
」
と
あ
り
「
千
人
塚
始
、
戦
死

人
塚
と
申
由
」「
千
人
塚
辺あ

た
り
ま
で迄

追
討

い
た
し
候
処
と
申
伝
候
」
と
あ
る
。

　

大
脇
村
の
曹
源
寺
は
豊
明
史
跡

の
東
南
二
キ
ロ
、
戦
人
塚
の
南
一
・
二
キ
ロ
に
現
在
あ
り
、
今
川
義

元
と
松
井
宗
信
の
位い

は

い牌
が
あ
り
ま
す
。
位
牌
が
あ
る
の
は
遠え

ん

き忌
供
養

祭
に
両
家
か
ら
代
表
が
来
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
松
井
の
位
牌
に

は
裏
面
に
、
納
め
た
尾
張
藩
士
松
井
武ぶ

兵へ

い衛
重し

げ
た
け武
の
名
が
あ
り
ま
す
。

　

戦
人
塚
の
近
く
を
宅
地
開
発
し
た
時
に
、
当
時
の
人
骨
が
多
数
発

見
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
戦
死
者
を
埋
め
た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
。
東
に
攻
め
た
と
す
る
『
信
長
公
記
』
と
も
一
致
す
る
。

　
　
　

鎧
掛
け
の
松
は
何
だ
っ
た
の
で
す
か
？

�

Ａ�

「
鎧
掛
け
の
松
」
と
呼
ば
れ
た
松
の
巨
木
が
、
名
古
屋
鉄
道
中
京

競
馬
場
前
駅
の
南
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
松
は
大
正
元
年
の
大
風
で

あ
り
ま
せ
ん
。
家
臣
は
命
を
張
っ
て
殿
様
を
守
る
か
ら
で
す
。
義
元

が
討
た
れ
た
事
で
も
驚
き
で
す
が
、
こ
の
戦
い
で
城
主
の
戦
死
者
が

多
い
こ
と
は
異
常
で
、
次
の
六
名
が
戦
死
し
て
い
ま
す
。

遠
江
二ふ

た
ま
た俣

城
主　

松
井
宗む

ね
の
ぶ信　

　

遠
江
引ひ

く

馬ま

城
主　

飯
尾
乗の

り
つ
ら連　

　

遠
江
井い

伊い

の

や谷
城
主　

井
伊
直な

お

盛も
り　

三
河
長な

が
さ
わ沢

城
主　

松
平
政ま

さ

忠た
だ

駿
河
蒲か

ん
ば
ら原

城
主　

蒲
原
氏う

じ
の
り徳　

　

駿
河
川か

わ

入い
り

城
主　

由
比
正ま

さ
の
ぶ信　

　

　

義
元
は
祝
宴
を
開
い
て
い
た
か
ら
、
当
然
祝
い
の
席
に
多
く
の
城
主

や
親
族
な
ど
重
臣
が
本
陣
に
招
か
れ
て
い
て
、
ま
さ
に
そ
の
宴
の
最
中

に
織
田
軍
が
突
入
し
て
き
た
か
ら
、
多
く
の
城
主
が
討
た
れ
て
い
た
と

理
解
で
き
ま
す
。
奇
襲
攻
撃
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。

　
　
　

戦
人
塚
に
戦
死
者
が
埋
め
ら
れ
た
と
い
う
が
本
当
で
す
か
？

�

Ａ�

豊
明
史
跡
か
ら
東
南
東
一
・
三
キ
ロ
に
、
昭
和
十
二
年
に
国
か
ら

同
時
に
史
跡
指
定
さ
れ
た
「
戦
人
塚
」
が
あ
り
、
こ
こ
に
多
く
の
死
体

が
埋
葬
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
豊
明
市
前ぜ

ん

後ご

町
仙
人
塚
）。

『
蓬ほ

う
し
ゅ
う州

旧き
ゅ
う
し
ょ
う
ろ
く

勝
録
』
に
は
「
千
人
塚
」
と
し
て
紹
介
し
て
あ
り
、
大
脇
村

曹そ
う
げ
ん源
寺
の
快か

い

翁お
う

龍り
ゅ
う
き喜
和
尚
が
地
元
の
旦
那
衆
に
た
の
み
、
馬
を
出
さ

せ
て
死
骸
を
集
め
、
塚
を
築
い
て
法ほ

う

え会
を
し
た
と
あ
り
ま
す
。

「
戦
人
塚
」
の
碑
は
元げ

ん
ぶ
ん文

四
年
（
一
七
三
九
）、
百
八
十
回
忌
の
供
養

十
二質問に答える（Q&A）

戦人塚、多くの兵が埋められたと伝わる

Ｑ
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こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
信
長
は
義
元
の
首
を
取
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
れ
ば
、
後
は
戦
が
す
む
の
を
待
て
ば
よ
い
の
で
、
こ
こ
に
戻
り
、
暑

い
日
で
あ
っ
た
し
、
雨
で
濡
れ
て
い
た
か
ら
鎧
を
脱
い
で
休
ん
で
い
た

の
で
す
。『
信
長
公
記
』に
、元
来
た
道
を
通
っ
て
帰
っ
た
と
あ
る
か
ら
、

太
子
ケ
根
へ
の
道
に
近
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
本
松
で
見
通
し

が
よ
く
、
集
合
場
所
と
し
て
よ
い
場
所
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
　
　

小
瀬
甫
庵
『
信
長
記
』
と
は
ど
の
よ
う
な
史
料
で
す
か
？

�

Ａ�

多
く
の
研
究
者
が
甫
庵
『
信
長
記
』
は
正
し
く
な
い
と
指
摘
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
多
く
の
誤
解
か
ら
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。『
三
河
物
語
』
で
、
大
久
保
彦
左
衛
門
が
「
信
長

記
ヲ
見
ル
ニ
、
イ
ツ
ハ
リ
多
シ
」
と
書
い
て
い
て
、
こ
の
言
葉
が
評

価
を
低
め
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
長
篠
合
戦
な
ど
で
の
人
物
評

価
が
正
し
く
な
い
と
書
い
て
い
る
の
で
す
。
徳
川
に
忠
義
を
尽
く
し

被
害
を
受
け
、
同
十
二
年
に
虫
害
で
枯
死
し
て
今
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
「
よ
ろ
い
か
け
の
松
の
旧
地
」
碑
が
建
て
て
あ
り
ま
す
。

　
『
桶
狭
間
合
戦
縁
記
』
の
古
戦
場
図
（
37
頁
図
17
）
の
右
端
に
「
信

長
公
鎧
掛
松
名
木
也
」
と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
信
長
が
鎧
を
か
け
た

松
と
し
て
古
く
か
ら
有
名
だ
っ
た
の
で
す
。
た
だ
し
二
代
目
の
松
と

『
豊
明
町
史
』
に
あ
る
。

　

こ
の
松
を
描
い
た
と
す
る
襖
絵
が
、
堺
市
の
大
安
寺
に
現
存
し
て
い

ま
す
。
寺
伝
で
は
狩
野
永
徳
作
と
あ
り
、
永
徳
が
鳴
海
に
来
た
時
に
以

前
描
い
た
松
に
枝
を
描
き
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
て
す
ぐ
引
き
返

し
、
枝
を
描
き
足
し
た
と
伝
え
、
実
際
に
書
き
足
し
た
跡
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
永
徳
は
桶
狭
間
合
戦
当
時
十
八
歳
で
、
後
に
信
長
の
注

文
で
安
土
城
の
襖
絵
を
描
い
て
い
ま

す
。
本
来
安
土
城
へ
納
め
る
た
め
に

描
い
た
が
、
手
直
し
し
た
の
で
、
描

き
直
し
て
納
入
す
る
が
、
安
土
城
は

炎
上
し
て
し
ま
い
、
手
直
し
し
た
方

は
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
松
に
言
い
伝
え
が
あ
る
の

は
、
戦
の
後
の
集
合
場
所
で
あ
っ
た

質問に答える（Q&A）十
二

鎧掛けの松、大正 12 年に枯死、図 17 に「信
長公鎧掛松名木也」とある

鎧掛けの松、堺市大安寺に現存
する襖絵、狩野永徳作と寺伝に
ある

Ｑ
15
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御
加
護
が
な
け
れ
ば
二
〇
倍
の
敵
に
勝
て
る
は
ず
は
な
い
と
考
え
た

人
も
い
て
、
甫
庵
も
影
響
さ
れ
た
の
で
す
。

　

祈
願
文
に
は
今
川
軍
を「
四
万
」と
あ
る
が
、本
文
で
は「
四
万
五
千
」

と
し
て
い
る
か
ら
祈
願
文
は
甫
庵
が
書
い
た
文
で
は
な
い
。
か
な
り

の
名
文
で
あ
る
か
ら
甫
庵
を
超
え
る
教
養
人
の
作
で
、
そ
れ
を
引
用

し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
祈
願
文
は
実
際
に
使
わ
れ
た
も
の
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
嘘
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
に
は
賛
同
者
が
多

く
、
甫
庵
の
創
作
と
断
定
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
す
べ
て
の
記
述

は
創
作
に
よ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
誤
解
さ
れ
て
い
る
。

　

前
に
解
説
し
た
よ
う
に
、
上
洛
や
迂
回
進
路
は
、
参
謀
本
部
が
『
信

長
記
』
を
読
み
間
違
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
甫
庵
の
間
違
い
で
は
な

い
の
で
す
。
奇
襲
に
つ
い
て
も
『
厳
助
大
僧
正
記
』『
春
日
山
日
記
』

な
ど
直
後
に
書
か
れ
た
日
記
に
あ
る
の
で
、
甫
庵
の
創
作
で
は
な
い

と
わ
か
り
ま
す
。

小
瀬
甫
庵
は
自
分
の
意
見
を
加
え
て
詳
し
く
書
い
て
い
る
が
、
意

見
は
教
訓
調
で
不
要
、
詳
し
い
分
間
違
っ
た
推
定
と
思
わ
れ
る
所
も

あ
り
、
注
意
し
て
読
む
必
要
は
あ
る
が
、
甫
庵
が
書
い
た
か
ら
間
違

い
と
す
る
の
は
言
い
過
ぎ
で
、
再
評
価
が
必
要
と
思
い
ま
す
。

た
侍
は
織
田
か
ら
見
れ
ば
特
に
評
価
は
な
い
が
、
織
田
が
評
価
し
た

侍
は
徳
川
の
裏
切
り
者
と
思
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
の
陣

営
か
ら
見
た
か
で
人
物
評
価
は
異
な
っ
て
当
た
り
前
で
、
偽
り
と
は

言
え
な
い
と
思
う
。

　

小
瀬
甫
庵
は
桶
狭
間
合
戦
の
四
年
後
に
尾
張
小お

ば

た幡
村
（
名
古
屋
市

守も
り
や
ま山

区
）
で
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
戦
の
後
近
い
時
期
に
世
間
で
語

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
聞
い
て
い
ま
す
。
発
行
し
た
の
は
戦
か
ら
五
一

年
後
で
、
太
田
牛
一
の
書
を
基
本
と
す
る
が
補
足
し
た
と
書
い
て
い

る
か
ら
、
基
本
的
に
は
『
信
長
公
記
』
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
当

時
あ
っ
た
記
録
や
、
他
の
説
も
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
遊ゆ

う

か花
と
て
、
風ふ

う

が雅
を
事
と
す
る
人
の
候そ

う
ら

ひ
け
る
が
」
と
書
い
て
い

る
よ
う
に
、「
遊
花
」
な
る
人
物
の
説
も
引
用
し
て
い
る
。
熱
田
神
宮

に
参
拝
し
た
こ
と
か
ら
神か

み
い
く
さ戦

と
な
っ
た
と
し
、「
神し

ん
れ
い霊

新
た
な
る
事

肝き
も

に
銘め

い

ず
る
者
な
り
」
と
あ
り
、
勝
利
は
熱
田
大だ

い
み
ょ
う
じ
ん

明
神
の
お
か
げ
と

し
て
い
る
。
そ
れ
で
白し

ら
さ
ぎ鷺
が
戦
場
に
導
い
た
と
か
、
熱
田
神
宮
で
の

祈き

が

ん願
文ぶ

ん

な
ど
を
載
せ
て
い
る
が
、
神
戦
は
遊
花
の
書
に
あ
っ
た
こ
と

と
思
わ
れ
る
。『
信
長
公
記
』
に
も
「
熱
田
大
明
神
の
神
戦
か
と
申
し

候
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
語
る
書
が
当
時
あ
っ
た
の
は

間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
迷
信
が
信
じ
ら
れ
た
時
代
な
の
で
、
神
の

十
二質問に答える（Q&A）
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参考写真十
三

参考写真十
三

1. 今川の城

鳴海城
名鉄鳴海駅の北 200 ｍ
「鳴海城跡公園」
今川の武将岡部元信が
守っていて最後まで抵
抗。義元の首と交換で
開城した

大高城
JR 大高駅の西南 500 ｍ、
左二の丸跡、右が本丸跡。
松平元康（家康）が前日
兵糧を入れ、早朝丸根砦
を落とした
家康は二の丸に入ってい
て、本丸は義元のために
空けていた。

沓掛城１
南北朝の後から
代々近藤氏の城であった
「沓掛城址公園」

御
加
護
が
な
け
れ
ば
二
〇
倍
の
敵
に
勝
て
る
は
ず
は
な
い
と
考
え
た

人
も
い
て
、
甫
庵
も
影
響
さ
れ
た
の
で
す
。

　

祈
願
文
に
は
今
川
軍
を「
四
万
」と
あ
る
が
、本
文
で
は「
四
万
五
千
」

と
し
て
い
る
か
ら
祈
願
文
は
甫
庵
が
書
い
た
文
で
は
な
い
。
か
な
り

の
名
文
で
あ
る
か
ら
甫
庵
を
超
え
る
教
養
人
の
作
で
、
そ
れ
を
引
用

し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
祈
願
文
は
実
際
に
使
わ
れ
た
も
の
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
嘘
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
に
は
賛
同
者
が
多

く
、
甫
庵
の
創
作
と
断
定
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
す
べ
て
の
記
述

は
創
作
に
よ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
誤
解
さ
れ
て
い
る
。

　

前
に
解
説
し
た
よ
う
に
、
上
洛
や
迂
回
進
路
は
、
参
謀
本
部
が
『
信

長
記
』
を
読
み
間
違
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
甫
庵
の
間
違
い
で
は
な

い
の
で
す
。
奇
襲
に
つ
い
て
も
『
厳
助
大
僧
正
記
』『
春
日
山
日
記
』

な
ど
直
後
に
書
か
れ
た
日
記
に
あ
る
の
で
、
甫
庵
の
創
作
で
は
な
い

と
わ
か
り
ま
す
。

小
瀬
甫
庵
は
自
分
の
意
見
を
加
え
て
詳
し
く
書
い
て
い
る
が
、
意

見
は
教
訓
調
で
不
要
、
詳
し
い
分
間
違
っ
た
推
定
と
思
わ
れ
る
所
も

あ
り
、
注
意
し
て
読
む
必
要
は
あ
る
が
、
甫
庵
が
書
い
た
か
ら
間
違

い
と
す
る
の
は
言
い
過
ぎ
で
、
再
評
価
が
必
要
と
思
い
ま
す
。
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善照寺砦
鳴海城の東 450m、
佐久間信盛が守って
いた。佐々・千秋隊
が待機していて、信
長到着と同時に出陣
した。

中島砦
名鉄鳴海駅の西南 500m、左
が扇川、右が手越川、その間
にあった。信長はこの砦から
扇川沿いに東へ向かったとい
う

沓掛城２
聖応寺の裏山（本丸跡）
から西の眺め。『寛政
重修諸家譜』によれば、
近藤景春は高

たかその

圃城に移
っていたので、その城
跡かも。標高 46 ｍ

十
三参考写真

2. 織田の砦
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義元塚
義元の墓と伝えられた
大きな塚、明治 9 年に
墓碑が建てられた
「今川治部大輔義元墓」

鷲津砦
大高城からの眺め、大
高城から北東 700m、
山上建物の右辺り、標
高 30 ｍ、JR 大高駅の
東 200m。写真の右枠
外に丸根砦がある。

丸根砦
右の山が丸根砦、左の山
が大高城、距離は 750m。
佐久間大学が守っていた
が、松平元康（家康）に攻
め落とされた。標高35ｍ

参考写真十
三

3. 豊明史跡
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七石表１号碑
明治末頃撮影
明和八年（1771）に尾張
藩士が建てた「今川上総
介義元戦死所」とある。
上総介は義元の旧官名

高徳院
｢今川義元公本陣跡｣ の
碑は、今川義元公直系十
九代の芹澤二郎氏が、昭
和 50 年代に豊明史跡内
に建てようとしたが文部
省から許可されず、高徳
院に建てた物

義元仏式の墓
戒名が書いてあり 300 回忌法要の
後万延元年（1860）に建てられた。
「天澤寺殿四品前礼部侍郎秀峯哲
公大居士」
「願主某」

十
三参考写真
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お
わ
り
に

　

桶
狭
間
合
戦
は
信
長
の
奇
計
に
よ
る
奇
襲
攻
撃
だ
っ
た
と
提
唱
い
た
し
ま
す
。

　

奇
跡
と
思
わ
れ
た
大
勝
利
は
、
実
は
奇
跡
で
は
な
く
、
周
到
に
計
画
さ
れ
た
作
戦
が
あ
っ
て
、
勝
つ
べ
く
し
て
勝
っ
た
奇
襲
戦
だ
っ
た
の
で
す
。

し
か
も
誰
も
考
え
つ
か
な
い
巧
妙
な
計
略
が
あ
っ
た
が
、
知
ら
れ
て
し
ま
え
ば
対
応
さ
れ
惨
敗
と
な
る
の
で
、
秘
密
保
持
の
た
め
信
長
は
家
老
に
も

話
さ
ず
、
ご
く
わ
ず
か
な
家
臣
に
し
か
作
戦
を
知
ら
せ
て
い
な
い
。
戦
に
参
加
し
た
太
田
牛
一
も
そ
の
作
戦
を
知
ら
ず
『
信
長
公
記
』
に
書
い
て
い

な
い
の
で
す
。

　

ま
る
で
作
り
話
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
巧
妙
な
作
戦
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
軍
の
敵
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
戦
乱
の
世
を
一
気
に
天
下
取
り
に
上
り
詰
め
る
信
長
の
行
動
と
実
績
を
見
れ
ば
、
並
は
ず
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

誰
に
も
思
い
つ
か
な
い
こ
と
を
考
え
て
い
て
、
常
人
と
は
考
え
る
こ
と
が
違
う
の
で
す
。
ま
さ
に
「
事
実
は
小
説
よ
り
奇
な
り
」
の
言
葉
通
り
の
戦

で
あ
り
、
ま
た
一
生
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
説
は
平
成
二
四
年
一
一
月
一
五
日
に
「
桶
狭
間
合
戦
奇
襲
の
真
実
」
と
し
て
新
人
物
往
来
社
か
ら
出
版
し
た
拙
著
を
元
と
し
て
構
成
し
て
あ

り
ま
す
。
新
た
に
発
見
し
た
史
料
も
加
え
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
わ
か
り
や
す
く
し
た
つ
も
り
で
す
が
、
紙
面
の
都
合
上
十
分
伝
え
き
れ
て
い
な
い
部

分
も
あ
り
、
で
き
れ
ば
元
に
し
た
拙
著
の
方
も
ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
出
版
社
が
消
滅
し
て
現
在
絶
版
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
度
、
ジ
ー
ピ
ー
セ
ン
タ
ー
様
の
ご
厚
意
で
本
書
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

筆
者
が
桶
狭
間
合
戦
の
研
究
を
始
め
た
の
は
六
〇
年
前
の
昭
和
三
一
年
か
ら
で
す
。
豊
明
史
跡
へ
行
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
中
学
生
の

と
き
に
、
詳
し
い
先
生
か
ら
講
義
を
受
け
、
参
謀
本
部
の
説
と
『
松
平
記
』
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
戦
に
は
謎
が
多
く
本
当
か
ど

う
か
何
も
確
定
し
て
い
な
い
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
な
ら
自
分
が
解
決
す
る
と
子
供
心
に
研
究
を
決
意
し
ま
し
た
。
何
度
も
豊
明
の
古
戦
場
へ
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行
き
、
く
ま
な
く
調
べ
ま
し
た
。
当
時
は
家
も
な
く
周
辺
の
地
形
な
ど
も
頭
に
入
っ
て
お
り
、
そ
の
時
調
査
し
た
体
験
が
今
生
き
て
い
る
と
実
感
し

て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
も
自
分
な
り
に
研
究
は
続
け
て
き
ま
し
た
。
平
成
に
入
っ
て
世
の
中
の
説
が
変
化
し
て
ゆ
き
、
筆
者
と
し
て
は
受
け
入
れ
難
い
説
が
通
説

と
な
っ
て
行
く
の
を
何
と
か
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

定
年
退
職
を
機
に
、
本
格
的
に
研
究
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
文
献
史
料
を
読
み
あ
さ
り
、
関
連
す
る
場
所
を
歩
き
回
り
ま
し
た
。
驚
い
た
こ
と
に

そ
れ
ま
で
に
考
え
て
き
た
筋
書
き
を
証
明
す
る
史
料
が
ど
ん
ど
ん
見
つ
か
る
の
で
す
。
考
え
が
同
じ
で
地
理
も
知
っ
て
い
る
の
で
、
難
解
と
さ
れ
る

史
料
の
意
味
が
す
ぐ
に
理
解
で
き
ま
し
た
。
筆
者
の
説
を
頭
に
入
れ
て
か
ら
各
史
料
を
読
む
と
、
そ
の
史
料
が
伝
え
よ
う
と
す
る
内
容
が
よ
く
理
解

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

正
面
攻
撃
説
を
信
じ
て
か
ら
史
料
を
読
む
と
、
ど
の
史
料
も
一
致
し
な
い
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
甫
庵
『
信
長
記
』
や
『
武
功
夜
話
』
な
ど
は
そ

の
説
に
と
っ
て
不
都
合
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
『
信
長
公
記
』
以
外
の
史
料
を
参
考
に
し
て
は
い
け
な
い
と
主
張
さ
れ
る
方
が

い
る
の
で
す
。
古
い
文
献
史
料
は
ど
れ
も
貴
重
で
、
先
入
観
念
に
と
ら
わ
れ
ず
に
読
む
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

筆
者
と
同
じ
考
え
の
方
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

�　
　

太
田　

輝
夫　
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明
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末
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所
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者
の
ア
ル
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さ
せ
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っ
た
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の
を
使
用
し
て
い
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。
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海
町
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村
井
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太
郎
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号
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撮
影
し
た
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断
わ
り
の
な
い
写
真
は
筆
者
撮
影
。
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