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慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）の
関
ヶ
原
の
戦

い
の
あ
と
岐
阜
町
は
江
戸
幕
府
の
直
轄
領

と
な
り
、美
濃
国
奉
行
の
大
久
保
長
安
が
管

轄
し
ま
す
。長
安
は
美
濃
の
幕
府
領
を
預
か

る
と
同
時
に
、法
令
の
伝
達
・
労
働
力
の
徴

発
な
ど
で
美
濃
国
内
の
他
の
領
主
を
指
示

す
る
立
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。長
安
は
靭
屋

町
裏
に
二
つ
の
建
物
を
建
て
ま
し
た
。徳
川

家
康
・
秀
忠
が
岐
阜
に
来
た
と
き
滞
在
す
る

御
殿
と
、そ
の
南
に
隣
接
す
る
長
安
の
陣
屋

で
す
。こ
の
敷
地
は
今
の
岐
阜
市
末
広
町
・

新
桜
町
に
当
た
り
、伊
奈
波
神
社
の
す
ぐ
北

で
す
。

　
家
康
は
江
戸
と
京
都
を
往
来
す
る
途
中

で
し
ば
し
ば
岐
阜
町
を
訪
れ
て
お
り
、慶
長

十
六
年
四
月
に
は
鵜
飼
を
観
覧
し
ま
し
た
。

こ
の
と
き
は
不
漁
で「
鵜
は
百
二
十
羽
も
集

ま
っ
た
が
、鮎
は
小
さ
い
茶
碗
の
ふ
た
一
つ

に
も
満
た
な
か
っ
た
」
と
記
録
さ
れ
て
い
ま

す
。こ
う
し
た
滞
在
時
に
は
、長
安
が
建
て

た
御
殿
に
泊
ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
の
ち
元
和
五
年（
一
六
一
九
）に
岐

阜
町
は
初
代
尾
張
藩
主
の
徳
川
義
直（
家
康

の
九
男
）の
所
領
と
な
り
ま
す
。当
初
は
尾

張
藩
の
国
奉
行（
町
方
と
寺
社
領
を
除
く
地

域
の
民
政
担
当
者
）で
あ
る
藤
田
民
部
が
岐

阜
町
を
預
か
り
、長
安
の
陣
屋
が
あ
っ
た
地

に
新
た
に
御
殿
を
造
っ
て
藩
主
の
滞
在
場

所
と
し
ま
し
た
。元
禄
八
年（
一
六
九
五
）に

町
の
統
治
の
た
め
専
任
の
岐
阜
奉
行
が
新

設
さ
れ
る
と
、そ
の
御
殿
の
地
に
奉
行
所
が

建
設
さ
れ
、奉
行
所
向
か
い
に
あ
る
賀
島
家

が
藩
主
の
滞
在
場
所
に
充
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
義
直
は
元
和
六
年
を
最
初
と
し
て
実

に
た
び
た
び
岐
阜
に
来
て
お
り
、
数
え
る

と
十
三
回
に
も
及
び
ま
す
。
岐
阜
町
で
の

一
番
の
行
事
は
鹿
狩
で
、
鵜
飼
も
観
覧
し

ま
し
た
。
二
代
藩
主
の
光
友
も
万
治
元
年

（
一
六
五
八
）に
金
華
山
で
狩
を
し
て
い
ま

す
。こ
の
こ
ろ
の
金
華
山
に
は
鹿
が
た
く
さ

ん
い
た
ら
し
く
、光
友
自
身
が
三
十
八
頭
、

随
行
し
た
藩
士
が
八
十
五
頭
の
鹿
を
し
と

め
た
ほ
か
、兎
・
狐
も
捕
獲
し
ま
し
た
。光

友
は
貞
享
二
年（
一
六
八
五
）に
伊
奈
波
神

社
の
新
社
殿
を
造
営
し
た
人
物
で
す
。こ
の

の
ち
も
、歴
代
尾
張
藩
主
は
幕
末
の
政
情
多

端
な
時
期
を
除
い
て
一
度
は
岐
阜
町
を
訪

れ
ま
し
た
。そ
の
滞
在
場
所
は
、光
友
の
子

で
あ
る
三
代
綱つ

な

誠な
り

ま
で
は
藩
主
の
た
め
の

御
殿
、そ
れ
以
後
は
賀
島
家
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
二
代
秀
忠
の
の
ち
は
、将
軍
が
岐
阜
町
を

訪
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。一
八

世
紀
中
頃
に
編
さ
ん
さ
れ
た『
岐
阜
志
略
』

に
は
、「
御
屋
敷
御
殿
、慶
安
年
中
よ
り
貞
享

年
中
ま
で（
一
六
四
八
〜
一
六
八
八
）追
々

御
た
た
み
名
古
屋
へ
御
引
取
の
由
」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。こ
の
年
代
は
光
友
や
綱
誠
が

岐
阜
に
来
て
い
る
時
期
で
す
か
ら
、
こ
の

「
御
殿
」が
藩
主
の
御
殿
の
は
ず
は
な
く
、家

康
の
た
め
の
御
殿
と
考
え
ら
れ
ま
す
。つ
ま

り
、こ
の
こ
ろ
ま
で
は
家
康
の
た
め
の
御
殿

と
、藩
主
の
た
め
の
御
殿
が
併
存
し
て
い
た

わ
け
で
す
。

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
最
近
新
た
に

知
る
こ
と
が
で
き
た「
岐
阜
御
殿
之
図
」

（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
、図
１
）で
す
。

区
画
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
が
、
承
応
三
年

（
一
六
五
四
）の「
濃
州
厚
見
郡
岐
阜
図
」（
名

古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
。
図
２
は
そ
の
一

部
）と
比
較
す
る
と
、「
北
御
殿
所
」
と
形
が

ぴ
た
り
と
一
致
す
る
の
で
す
。「
北
御
殿
所
」

は
家
康
の
た
め
の
、「
南
御
殿
所
」
は
藩
主
の

た
め
の
御
殿
を
指
し
ま
す
。つ
ま
り
図
１
は

家
康
・
秀
忠
が
滞
在
し
た
御
殿
の
平
面
図

で
、こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
判
ら
な
か
っ
た
家

康
の
御
殿
の
よ
う
す
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。

　
御
殿
全
体
は
塀
に
囲
ま
れ
、門
は
南
側
に

開
い
て
い
ま
し
た
。内
部
も
塀
で
い
く
つ
か

の
区
画
に
区
切
ら
れ
、着
色
さ
れ
て
い
る
の

は
建
物
で
、建
物
内
の
細
線
は
壁
や
襖
、●

は
柱
を
意
味
し
ま
す
。
付
箋
に
あ
る
建
物

の
名
称
は
、向
か
っ
て
右（
東
）か
ら
物
置
・

厩う
ま
や、下
御
台
所
、中
央
の
黄
色
部
分
は
上
か

ら
上
御
料
理
之
間
・
御
老
中
休
所
・
御
膳
場
・

御
鑓や

り

之
間（
警
備
の
た
め
の
武
具
を
置
く

場
）、そ
の
左
の
グ
レ
ー
部
分
は
上
か
ら
御

風
呂
屋
・
御
寝
之
間
・
御
書
院
・
御
広
間
で
、

門
の
す
ぐ
前
に
は
腰
掛（
詰
所
）が
あ
り
ま
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の
御
広
間
・
下
御
台
所
を
指
す
と
考
え
て
よ

い
で
し
ょ
う
。先
述
の
と
お
り
こ
の
御
殿
は

慶
安
か
ら
貞
享
に
か
け
て
次
第
に
解
体
さ

れ
た
こ
と
、図
３
に
書
院
や
寝
所
な
ど
が
書

か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、図

１「
岐
阜
御
殿
之
図
」
は
図
３
よ
り
も
少
し

前
の
作
成
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。図
３
の
年
代
以
後
も
御
殿
の
解

体
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
、一
六
八
〇
年
頃

に
上
有
知
村（
美
濃
市
）の
川
船
が「
岐
阜
御

殿
を
名
古
屋
へ
運
ぶ
と
き
に
御
用
を
勤
め

た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き

ま
す
。

　
こ
う
し
て
、岐
阜
町
に
あ
っ
た
二
つ
の
御

殿
の
う
ち
家
康
の
た
め
の
も
の
は
解
体
さ

れ
、藩
主
の
た
め
の
も
の
は
敷
地
が
岐
阜
奉

行
所
と
な
っ
た
た
め
姿
を
消
し
ま
し
た
。し

か
し
、幕
末
の
岐
阜
町
絵
図
に
は
矢
来
で
囲

ん
だ「
権
現
様
御
殿
跡
」
と「
御
代
々
様
御
殿

跡
」
が
記
さ
れ
、尾
張
藩
主
も
岐
阜
町
に
来

た
と
き
に
は
そ
の
遺
跡
を
見
て
い
ま
す
。建

物
は
も
う
な
い
と
は
い
え
、御
殿
跡
地
は
両

方
と
も
一
種
の
聖
地
と
し
て
保
存
さ
れ
、

人
々
の
記
憶
に
も
残
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
近
年
、
名
古
屋
城
本
丸
御
殿
が
復
元
公

し
た
。家
康
の
寝
所
と
湯
殿
は
幾
重
も
の
塀

に
囲
ま
れ
た
一
番
奥
に
位
置
し
、御
鎗
之
間

の
突
出
部
分
は
車
寄
で
、そ
こ
に
引
か
れ
た

弓
形
の
曲
線
は
唐か

ら

破は

風ふ

を
意
味
し
、こ
こ
が

玄
関
で
し
ょ
う
。御
書
院
は
謁
見
の
間
で
、

床
や
違
い
棚
も
備
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え

ま
す
。岐
阜
町
に
来
た
家
康
や
秀
忠
の
御
殿

内
で
の
よ
う
す
が
想
像
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、こ
れ
ら
の
建
物
の
う
ち
黄
色
い

部
分
は
こ
の
絵
図
が
作
ら
れ
た
時
点
で
す

で
に
解
体
さ
れ
、部
材
は
御
殿
内
の
下
御
台

所
・
厩
・
物
置
や
、名
古
屋
で
保
管
さ
れ
て

い
ま
し
た
。グ
レ
ー
部
分
で
も
門
・
腰
掛
は

無
く
、塀
も
一
部
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
。付

箋
の
文
言
か
ら
、こ
の
絵
図
は
御
殿
の
現
状

調
査
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
や
、も
と

と
な
る
原
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き

ま
す
。

　
実
は
家
康
の
た
め
の
御
殿
内
部
を
描
い

た
絵
図
は
も
う
一
点
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

寛
文
二
年（
一
六
六
二
）頃
の
作
成
と
考
え

ら
れ
る「
濃
州
岐
阜
図
」（
岐
阜
市
歴
史
博
物

館
所
蔵
。図
３
は
そ
の
一
部
）で
、簡
略
な
も

の
で
す
が
内
部
に「
ひ
ろ
間
」「
た
い
所（
台

所
）」
が
あ
り
ま
す
。位
置
関
係
か
ら
、図
１

開
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
こ
を
訪
れ
る
と
き
に

は
、規
模
は
は
る
か
に
小
さ
い
も
の
の
、同

じ
よ
う
に
玄
関
や
湯
殿
、書
院
な
ど
を
備
え

た
御
殿
が
伊
奈
波
神
社
の
す
ぐ
北
に
あ
っ
た

こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

図１

図２

図３
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