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先
ず
三
千
貫
を
渡
し
、
あ
と
は
必

要
に
応
じ
て
寄
進
す
る
こ
と
に
な

り
、
平
井
久
右
衛
門
を
奉
行
と
し

て
上
部
越
中
に
つ
け
て
遣
わ
し
た
。

　

そ
の
後
信
長
は
、
岐
阜
城
に
貯

え
て
い
た
銭
一
万
六
千
貫
を
遷
宮

費
と
し
て
寄
進
し
て
い
ま
す
。
信

長
の
献
金
は
内
宮
と
外
宮
と
で
等

分
さ
れ
、
そ
の
三
ヶ
月
後
の
四
月

三
日
に
式
年
遷
宮
最
初
の
祭
儀
で

あ
る
山
口
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
よ
う
に
天
正
十
三
年
（
一

五
八
五
）
の
第
四
十
一
式
年
遷
宮

の
再
興
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
信
長
で
し
た
が
、
遷
宮
を
見
届

け
る
こ
と
な
く
天
正
十
年
（
一
五

八
二
）
に
本
能
寺
の
変
で
斃た
お

れ
て

し
ま
い
ま
す
。

　

信
長
の
遺
志
を
継
い
だ
秀
吉

は
、
両
宮
の
遷
宮
費
と
し
て
、
金

子
五
百
枚
、
米
千
石
を
上
部
越
中

守
と
慶
光
院
（
周
養
）
を
通
じ
て

両
宮
に
寄
進
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ

り
造
営
工
事
は
順
調
に
進
め
ら
れ

た
の
で
す
。（『
大
神
宮
史
要
』
に

よ
る
）

　

神
宮
と
信
長
・
秀
吉
の
仲
良
を

執
り
持
ち
遷
宮
復
興
に
活
躍
し
た

上
部
越
守
中
貞
永
は
、
度
会
姓
の

外
宮
権ご

ん

禰ね

宜ぎ

、
上
部
永
元
の
長
男

に
、
三
百
貫
入
る
べ
し
と
候

さ
う
ら
ひ

つ

れ
共ど
も

、
千
貫
に
余
り
候
さ
う
ら
ひ

て
入
り

申
す
の
間あ
ひ
だ、
中な
か

々な
か

千
貫
に
て
な
る

べ
か
ら
ず
候
さ
う
ら
ふ

。
民た
み

百ひ
や
く

姓し
や
う

等
に

悩
を
懸か

け
さ
せ
ら
れ
候
さ
う
ら
ひ

て
は
入

ら
ざ
る
の
旨
、
御
諚
な
さ
れ
、
先

三
千
貫
仰お
ほ
せ

付つ

け
ら
れ
、
其そ
の

外ほ
か

、

入
次
第
遣つ
か

は
さ
る
べ
き
旨
に
て
、

平
井
久
右
衛
門
御
奉
行
と
し
て
、

上
部
大
夫
に
相あ
ひ

加く
は

へ
ら
れ

候
さ
う
ら
ひ

キ
。」（
角
川
文
庫
『
信
長
公
記
』

三
七
七
頁
）

　

こ
の
文
の
大
意
は
次
の
通
り
で

す
。

「
神
宮
の
式
年
遷
宮
が
三
百
年

（
少
々
誇
張
あ
り
）
滞
っ
て
実
施

さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
今
の
世
の

中
に
信
長
公
の
ご
意
志
に
よ
り
再

興
致
し
た
い
」
と
上
部
越
中
守
が

堀
久
太
郎
を
通
じ
て
願
い
出
た
。

信
長
が
、「
ど
れ
程
の
金
額
が
あ

れ
ば
遷
宮
が
出
来
る
の
か
」
と
尋

ね
る
と
、「
千
貫
あ
れ
ば
、
残
り

は
慶け
い

光こ
う

院い
ん

に
勧か
ん

進じ
ん

さ
せ
て
賄
い
ま

す
」と
の
こ
と
だ
っ
た
。
信
長
は
、

「
か
つ
て
（
織
田
家
の
）
八
幡
宮

を
造
営
し
た
際
に
三
百
貫
の
予
定

が
千
貫
必
要
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、

神
宮
の
遷
宮
は
千
貫
で
も
不
足
で

あ
ろ
う
。
か
と
言
っ
て
領
民
に
負

担
は
か
け
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、

を
修
理
し
、
再
び
御
神
体
を
正
殿

に
戻
す
遷
宮
を
い
い
ま
す
。
こ
の

時
の
正
殿
も
仮
殿
で
あ
っ
た
よ
う

で
、『
外
宮
天
正
仮
殿
記
』
に
、

こ
れ
は
信
長
の
父
弾だ
ん

正じ
ょ
う

忠
（
信

秀
）
の
御
仮
殿
の
御
殿
で
あ
る
と

記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
代

は
織
田
氏
が
伊
勢
の
領
主
と
し
て

神
宮
を
崇
敬
保
護
し
て
い
た
様
子

が
わ
か
り
ま
す
。（『
伊
勢
市
史
』

中
世
編
に
よ
る
）

　

そ
う
し
て
当
時
、
神
宮
側
と
織

田
家
と
の
間
に
立
っ
て
活
躍
し
た

の
が
、
外
宮
御お
ん

師し

の
上
う
わ
べ
え
っ
ち
ゅ
う
の
か
み

部
越
中
守

貞
永
で
し
た
。
越
中
守
の
功
績
を

よ
く
伝
え
て
い
る
の
が
信
長
の
伝

記『
信し
ん
ち
ょ
う
こ
う
き

長
公
記
』の
次
の
件く
だ
りで
す
。

「
伊
勢
太
神
宮
に
お
い
て
、
正
遷

宮
三
百
年
以
降
退た

い

転て
ん

候さ
う
ら
ひて
、
執

行
こ
れ
な
く
、
今
の
御
代
に
上
意

を
以
て
再
興
仕
り
た
き
趣
お
も
む
き

、
上う
は

部べ

大た
い

夫ふ

、
堀
久
太
郎
を
以
て
申
し

上
げ
ら
れ
候
さ
う
ら
ふ

。
何
程
の
造
作
に

て
調と
と
の

ふ
べ
き
と
の
御
尋
ね
の
処

に
、
千せ
ん

貫ぐ
わ
ん

御ご

座ざ

候さ
う
ら

は
ば
、
其そ
の

外ほ
か

は
勧く
わ
ん

進じ
ん

を
以も
つ

て
仕
る
べ
し
と
言

上
候
さ
う
ら
ふ

。
其そ
の

時と
き

御
諚
に
は
、
去
々

年
八
幡
御
造
営
仰お
ほ
せ

付つ

け
ら
れ
候
さ
う
ら
ふ

　

神
宮
の
式
年
遷
宮
は
千
三
百
年

の
歴
史
が
あ
り
ま
す
が
、
一
時
中

断
し
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
戦
国
時
代
の
こ
と
で
、
長
引

く
戦
乱
で
国
も
朝
廷
も
衰す
い

微び

し
、

神
宮
の
神
領
も
横
領
さ
れ
、
一
世

紀
ほ
ど
式
年
遷
宮
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
第

四
十
一
回
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
遷

宮
が
復
興
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
最

も
貢
献
し
た
の
が
織
田
信
長
で
し

た
。
十
年
前
の
天
正
三
年
（
一
五

七
五
）
伊
勢
国
は
信
長
の
領
有
す

る
と
こ
ろ
と
な
り
、
三
男
の
信
雄

が
伊
勢
国
司
北
畠
氏
を
継
い
で
田

丸
城
に
入
り
、
神
宮
神
領
の
配
分

な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
神

宮
側
の
希
望
と
は
相
容
れ
な
い
結

果
で
あ
っ
た
の
で
、
神
宮
側
は
改

善
を
朝
廷
や
有
力
者
に
働
き
か
け

ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
時
、天
正
八
年（
一

五
八
〇
）
外
宮
正
殿
が
強
風
で
損

傷
、
翌
年
北
畠
国
司
（
信
雄
）
は

奉
行
を
遣
わ
し
て
仮か
り

殿ど
の

遷
宮
が
行

わ
れ
ま
す
。
仮
殿
遷
宮
と
は
、
仮

の
御
殿
に
御
神
体
を
遷
し
て
正
殿

上う
わ
べ
え
っ
ち
ゅ
う
の
か
み

部
越
中
守
屋
敷
跡

神
宮
権
禰
宜
　
石 

垣 

仁 

久

第
７
回

太
神
宮
あ
ち
こ
ち

と
し
て
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）

に
生
ま
れ
、
屋
敷
は
岡
本
に
あ
り

ま
し
た
。
織
田
氏
や
豊
臣
氏
の
御お
ん

師し

と
な
り
神
領
の
政
務
を
執
り
、

遷
宮
復
興
に
努
め
、
宇
治
山
田
の

発
展
に
努
め
た
功
績
な
ど
か
ら
武

家
で
あ
れ
ば
国く
に

持も
ち

大だ
い

名み
ょ
う

級
の
正
し
ょ
う

四し

位い

下げ

を
授
け
ら
れ
、
度わ
た

会ら
い

朝あ
そ
ん臣

の
姓か
ば
ねも
許
さ
れ
ま
し
た
。
天
正
十

九
年
（
一
五
九
一
）
歿
、
墓
所
は

京
都
常
光
院
に
あ
り
ま
す
。

　

今
の
伊
勢
簡
易
裁
判
所
一
帯
は

越
中
守
の
屋
敷
跡
で
「
上
部
越
中

守
邸
跡
」
と
刻
ん
だ
石
碑
が
立
っ

て
い
ま
す
。
伊
勢
商
工
会
議
所
か

ら
裁
判
所
方
面
へ
向
か
う
途
中
に

「
城じ
ょ
う
之の

橋は
し

」
と
い
う
小
橋
が
あ
り

ま
す
。
越
中
守
の
屋
敷
は
堂
々
た

る
大
名
屋
敷
の
よ
う
で
あ
っ
た
と

伝
わ
り
ま
す
の
で
、
橋
名
の
城
と

は
、
越
中
の
屋
敷
の
こ
と
で
は
な

い
か
と
想
像
し
ま
す
が
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。	

（
了
）


