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3  2

明
智
光
秀
に
関
し
て
は
、
反
逆
者
の
イ
メ
ー
ジ
が

ど
う
し
て
も
先
に
立
つ
。
そ
の
人
物
像
に
し
て
も
、

「
温
厚
な
文
化
人
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

一
方
で
は
、

彼
は
、
裏
切
り
や
密
会
を
好
み
、
刑
を
課
す
る

に
残
酷
で
、
独
裁
的
で
も
あ
っ
た
が
、
己
を
偽
装

す
る
の
に
抜
け
目
が
な
く
、
戦
争
に
お
い
て
は
謀

略
を
得
意
と
し
、
忍
耐
力
に
富
み
、
計
略
と
策
謀

の
達
人
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
築
城
の
こ
と
に
造
詣
が
深
く
、
優
れ
た

建
築
手
腕
の
持
ち
主
で
、
選
り
抜
か
れ
た
闘
い
に

熟
練
の
士
を
使
い
こ
な
し
て
い
た
。

（
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
『
日
本
史
』）

の
よ
う
に
、
全
く
逆
の
人
物
像
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

本
能
寺
の
変
の
原
因
説
に
つ
い
て
も
、
細
か
な
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
含
め
れ
ば
二
〇
〇
程
の
説
が
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
真
実
は
一
つ
し
か
な
い
が
、
そ

の
各
々
の
説
を
唱
え
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

序

が
事
実
で
あ
る
。
も
は
や
真
実
の
解
明
は
、
不
可
能

に
近
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

一
方
、
光
秀
は
最
後
ま
で
、
活
動
の
基
盤
を
琵
琶

湖
が
創
り
出
し
た
近
江
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
、
間

違
い
な
い
。
晩
年
、
近
畿
管
領
的
な
地
位
を
得
る
が
、

そ
の
本
拠
は
あ
く
ま
で
も
琵
琶
湖
の
畔
の
坂
本
城
で

あ
る
。
こ
の
動
か
し
が
た
い
事
実
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、
本
能
寺
の
変
の
原
因
を
琵
琶
湖
に
求
め
る
こ
と

も
間
違
い
と
は
言
え
な
い
。

本
書
で
は
、
琵
琶
湖
を
通
し
て
光
秀
の
行
動
を
追

い
、
こ
こ
か
ら
焙
り
出
さ
れ
る
光
秀
の
人
物
像
に
迫

る
。
そ
し
て
、
何
故
、
光
秀
が
本
能
寺
の
変
を
決
断

し
た
の
か
、
そ
の
思
い
に
迫
る
た
め
、
要
所
で
「
明
智

光
秀
」
に
、
一
人
称
で
想
い
を
語
ら
せ
た
。

そ
し
て
、
本
書
に
は
、
こ
の
想
い
を
読
者
が
共
有

し
、
実
際
に
光
秀
に
関
連
す
る
歴
史
文
化
遺
産
を
探

訪
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て

の
役
割
も
担
わ
せ
て
い
る
。
本
書
を
片
手
に
、
明
智

光
秀
を
巡
る
歴
史
の
旅
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
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本
書
中
の
「
湖
水
」
と
は
琵
琶
湖
を
あ
ら
わ
す
。
光
秀
の
時
代
に
は
、

琵
琶
湖
の
表
現
は
な
く
、「
湖
水
」「
大
湖
」「
海
」
等
と
表
現
し
て
い
た
。



このプレビューでは表示されない頁があります。
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①　

長
政
の
裏
切
り
と
琵
琶
湖

長
政
殿
が
信
長
様
を
裏
切
っ

た
。
何
故
？  

昨
年（
永
禄
十
二
年

〈
１
５
６
９
〉）信
長
様
は
伊
勢
を

手
に
入
れ
た
。

次
は
近
江
を
完
全
に
掌
握
す
る
た
め
の
手

を
打
つ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
岐
阜
と
京

と
の
往
来
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
し
て
何
よ

り
京
へ
の
物
流
を
支
配
す
る
た
め
に
は
、
近

江
と
湖
水
を
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

信
長
様
は
、
長
政
殿
を
縁
者
と
し
て
、「
江

北
を
預
け
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
が
、
長
政

殿
は
決
し
て
そ
う
は
思
っ
て
お
ら
れ
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。「
俺
は
江
北
の
領
主
だ
！
」。
そ

ん
な
長
政
殿
の
呻
き
が
聞
こ
え
る
。
ま
し
て
、

長
政
殿
は
六
角
に
勝
ち
、
江
北
の
積
み
出
し

港
の
大
溝
・
海
津
・
大
浦
・
塩
津
、
そ
し
て
朝

妻
ま
で
手
に
入
れ
ら
れ
た
。
す
べ
て
、
信
長

様
が
喉
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
欲
し
が
る
港
だ
。

長
政
殿
は
い
ず
れ
「
義の

ぶ

兄な
が

が
俺
の
港
を
奪
い

に
来
る
」
と
警
戒
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

ま
し
て
、
今
回
の
作
戦
で
、
越
前
が
信
長
様

の
手
に
入
っ
た
ら
、
完
全
に
長
政
殿
は
信
長

様
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。

領
国
を
持
た
な
い
私
な
ら
、
喜
ん
で
信
長

様
に
お
仕
え
し
、
領
地
の
拝
領
を
望
む
が
、

元
々
領
国
の
主
で
あ
る
長
政
殿
に
と
っ
て
、

信
長
様
に
配
下
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
、

我
慢
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
取
り
込
ま

れ
る
前
に
「
殺
る
！
」
信
長
様
が
江
北
に
背
を

向
け
て
い
る
今
な
ら
「
殺
れ
る
！
」
そ
う
思
わ

れ
た
に
違
い
な
い
。

信
長
様
に
殿
軍
を
任
さ
れ
た
。
是
非
も
な

し
。
木
下
殿
・
池
田
殿
と
連
携
し
な
が
ら
敵

を
食
い
止
め
、
信
長
様
に
無
事
お
戻
り
頂
く
。

戦
う
し
か
な
い
。

こ
の
難
関
を
切
り
抜
け
れ
ば
、
私
の
展
望

も
開
け
て
く
る
に
違
い
な
い
。

京 都

坂本港

大溝港

小谷城

朝妻港

大浦港海津港

塩津港

長政の領地

▲ �小谷城から望む竹生島　小谷山を浅井岳と呼ぶ場合がある。 
浅井岳の山頂が琵琶湖に沈み、竹生島となったという伝説もある。

▲ �江北の主な港　東国・東海の物資は琵琶湖の港に集結し、坂本を目指
す。長政は六角氏に勝利し、これらの港を手に入れた。

②　

金
ヶ
崎
の
退
口

こ
の
信
長
の
撤
退
戦
を
「
金
ヶ
崎
の
退

口
」
と
い
う
。
侵
攻
時
、
信
長
は
湖
西
を
通

り
、
旧
安
曇
川
町
か
ら
若
狭
街
道
に
入
り
、

若
狭
熊
川
宿
か
ら
敦
賀
に
向
か
っ
た
。
湖
西

は
長
政
の
支
配
域
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
点

で
ま
だ
長
政
は
同
盟
者
だ
っ
た
。
し
か
し
、

退
却
時
は
事
情
が
違
う
。
信
長
は
敵
地
を
突

破
し
て
京
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
時
、
信
長
が
選
択
し
た
退
路
は
、
湖

西
の
湖
岸
に
戻
る
の
で
は
な
く
、
旧
今
津
町

保ほ
う

坂さ
か

か
ら
朽
木
に
入
り
、
安
曇
川
沿
い
に
南

下
す
る
ル
ー
ト
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
、
朽
木
を
押
さ
え
て
い

た
朽
木
元
綱
は
、
長
政
の
高
島
侵
攻
に
屈

し
、
長
政
と
臣
従
関
係
に
あ
っ
た
。
信
長
は

元
綱
を
説
得
し
、
こ
こ
を
通
過
す
る
こ
と
に

成
功
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
元
綱
の
長
政

の
侵
略
に
対
す
る
反
感
と
、
将
軍
の
奉
公
衆

と
し
て
の
朽
木
氏
の
誇
り
が
あ
っ
た
。
越
前

へ
の
侵
攻
は
、
信
長
個
人
で
行
え
る
も
の
で

は
な
い
。
建
前
上
、
将
軍
義
昭
の
名
代
と
し

て
、
信
長
が
軍
を
動
か
し
た
。
で
あ
れ
ば
、

奉
公
衆
と
し
て
の
朽
木
氏
が
、
将
軍
名
代
と

し
て
の
信
長
を
守
る
理
由
が
立
つ
。

信
長
の
撤
退
路
は
、
近
世
に
入
る
と
、
若

狭
の
海
産
物
を
京
都
に
運
ぶ
道
と
し
て
活
況

▲ �信長の隠れ岩　若狭街道を見下ろす斜面にある巨岩。伝説によ
れば、朽木元綱を説得する間、信長はここに隠れていた。

▲ �針畑越え　この道も、鯖街道の一つ。若狭の武藤を牽制した光
秀は、険しいが距離の短いこのルートを通り帰還した。

▲ �金ヶ崎城（敦賀市）��敦賀湾を見下ろす金ヶ崎城は、若狭と越前
に境目に位置し、争奪の舞台となった要衝地だった。
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と
を
窺
わ
せ
る
。
東
南
寺
の
南
を
東
南
寺
川

が
流
れ
て
い
る（
④
）。
現
在
は
川
が
埋
め
立

て
ら
れ
水
路
状
に
狭
ま
っ
て
い
る
が
、
真
っ

す
ぐ
に
西
か
ら
東
に
流
れ
て
き
た
東
南
寺
川

が
、
寺
の
南
で
流
れ
を
南
東
に
変
え
、
坂
本

城
公
園
の
デ
ル
タ
を
形
成
す
る
。
こ
の
直
進

部
分
の
延
長
と
、
明
智
塚
か
ら
湖
岸
に
並
行

し
て
南
に
伸
ば
し
た
ラ
イ
ン
の
交
点
を
本
丸

の
南
西
隅
に
想
定
す
る
。

〈
二
の
丸
〉

下
坂
本
の
街
中
を
近
世
の
北
国
海
道
が
貫

い
て
い
る（
⑤
）。
こ
の
街
道
が
近
世
の
道
と

し
て
は
異
常
に
広
い
。
乗
用
車
が
難
な
く
離

合
で
き
る
広
さ
が
あ
り
、
大
津
市
内
を
通
る

東
海
道
の
道
幅
と
は
全
く
異
な
り
、
近
世
の

街
道
と
し
て
は
不
必
要
な
ほ
ど
の
広
さ
が
あ

る
。
こ
の
不
自
然
に
広
い
道
が
、
坂
本
城
の

中
堀
を
埋
め
て
造
ら
れ
た
道
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。

次
に
両
社
神
社
と
酒
井
神
社
の
間
の
道
に

着
目
す
る（
⑥
）。
こ
の
道
は
、
こ
こ
を
流
れ

る
両
社
川
を
カ
ル
バ
ー
ト
化
し
て
造
ら
れ
た

道
で
、
元
々
は
川
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
社
川

を
中
堀
の
北
辺
と
推
定
す
る
。

次
に
、
先
に
触
れ
た
東
南
寺
川
が
東
西
に

流
れ
て
い
る
部
分
を
中
堀
の
南
辺
と
推
定

し
、
北
国
街
道
・
両
社
川
・
東
南
寺
川
に
囲

ま
れ
た
部
分
を
二
の
丸
と
し
て
推
定
す
る
。

〈
三
の
丸
〉

三
の
丸
の
推
定
起
点
は
、
酒
井
神
社
と
両

社
神
社
で
あ
る（
⑦
）。
酒
井
神
社
は
大
山
咋

神
を
祭
神
と
す
る
。
縁
起
で
は
奈
良
時
代

に
、
下
坂
本
の
梵
音
堂
に
あ
る
石
か
ら
酒
が

湧
き
だ
し
、
こ
の
酒
が
大
山
咋
神
で
あ
る
と

の
神
告
を
受
け
、
こ
の
石
を
ご
神
体
と
し
て

祀
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
一
方
、
両
者
神
社

は
、
鎌
倉
時
代
に
、
伊い

邪ざ

那な

岐ぎ

命
・
伊い

邪ざ

那な

美み

命
を
祭
神
と
し
、
高た

か

穴あ
な

穂ほ

神
社
の
祭
神
を

酒
井
神
社
の
境
内
に
勧
請
し
た
こ
と
に
始
ま

る
。
酒
井
神
社
は
信
長
の
焼
討
ち
に
よ
り
焼

失
す
る
。
現
在
の
本
殿
は
、
再
建
さ
れ
た
坂

本
城
の
城
主
と
な
っ
た
浅
野
長
吉
が
、
酒
井

神
社
の
神
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
長
男
が
生
ま
れ

た
こ
と
か
ら
、
浅
野
家
の
産
土
の
扱
い
を
受

け
、
長
吉
の
長
男
で
広
島
藩
の
藩
主
と
な
っ

た
浅
野
長な

が
あ
き
ら
晟
に
よ
り
元
和
六
年（
１
６
２
０
）

に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
、
再
建
の
際
に
、
酒

井
神
社
と
両
社
神
社
の
二
社
に
分
か
れ
て
建

立
さ
れ
た
。
長
吉
が
酒
井
神
社
の
神
に
祈
っ

た
結
果
が
長
晟
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
規
模
は
と
も
あ
れ
、
長
吉
の
時
代
に
は

酒
井
神
社
の
社
殿
が
再
建
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
両
社
と
下
坂
本
小
学
校
と

の
間
に
不
自
然
な
空
き
地
が
帯
状
に
延
び
て

お
り（
⑧
）、
こ
の
部
分
が
坂
本
城
の
外
堀
の

西
辺
の
一
部
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

下
坂
本
小
学
校
の
北
を
藤
ノ
木
川
が
流
れ
て

い
た（
⑨
）。
現
在
の
藤
ノ
木
川
は
さ
ら
に
北

に
付
け
替
え
ら
れ
、
旧
藤
ノ
木
川
は
細
い
水

路
と
里
道
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
旧

藤
ノ
木
川
が
坂
本
城
外
堀
の
北
辺
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
坂
本
城
公
園
に
東
南
寺

川
と
並
行
し
て
流
れ
込
む
信
教
寺
川
と
い
う

細
い
川
が
あ
る（
⑩
）。
河
口
付
近
は
現
在
の

デ
ル
タ
に
合
わ
せ
て
改
修
さ
れ
て
い
る
が
、

下
坂
本
の
集
落
内
で
は
ほ
ぼ
東
西
に
真
っ
す

ぐ
流
れ
る
水
路
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
直
線
部
分
が
外
堀
の
南
辺
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
信
教
寺
川
と
旧
藤
ノ
木
川

が
、
酒
井
神
社
・
両
社
神
社
裏
の
空
地
の
延

長
と
ぶ
つ
か
る
と
こ
ろ
が
、
各
々
外
堀
の
西

南
隅
と
西
北
隅
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
堀
に

囲
ま
れ
た
部
分
が
三
の
丸
と
な
る
。

大
津
市
教
育
委
員
会
の
復
元
で
は
、
本
丸

の
北
辺
を
南
北
に
延
長
し
、
北
の
旧
藤
ノ
木

▲ �東南寺前の石碑　東南寺川と北国海道が交差するところに建つ
石碑とオブジェ。二の丸の西南隅に当たる。柵の右が堀跡。

▲ �本丸付近　画像の建物の周辺が、本丸の推定地。その右手の湖中
に石垣が残る。本丸跡からは、屋敷の跡も発掘されている。

▲ �中堀の出���両社川が湖岸で地表に顔を出す。石垣護岸は近現代
のものであるが、光秀の時代の堀の雰囲気を留める。

▲ �渇水時に現れる坂本城の石垣�� �琵琶湖の水位が 110 センチほど下
がると姿を現す。胴木を置き、この上に石を積み上げる。
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1　

湖
北
湖
上
焼
討
ち

信
長
は
、
浅
井
長
政
が
持
つ
江
北
の
港
を

奪
い
取
る
こ
と
に
失
敗
し
た
ば
か
り
か
、
志

賀
陣
で
は
絶
体
絶
命
の
危
機
に
追
い
込
ま
れ

た
。
し
か
し
、
元
亀
二
年（
１
５
７
１
）の
佐

和
山
城
の
奪
取
、
同
年
の
比
叡
山
焼
討
ち
を

契
機
に
長
政
に
対
す
る
攻
勢
を
強
め
て
ゆ

く
。
元
亀
三
年
三
月
、
信
長
は
小
谷
城
下
に

侵
攻
し
放
火
す
る
と
、
畳
み
か
け
る
よ
う
に

同
年
七
月
、
再
び
湖
北
に
攻
め
込
む
。
信
長

は
、
二
十
二
日
、
山
本
山
の
城
下
、
越
前
と

の
境
に
あ
た
る
余
呉
・
木
之
本
一
帯
を
放
火

す
る
と
、
二
十
四
日
、
一
転
し
て
、
浅
井
山

中
の
大
吉
寺
に
立
て
籠
も
る
一
向
衆
を
殲
滅

す
る
。
そ
し
て
同
日
、
明
智
光
秀
ら
に
命
じ

て
、
湖
上
か
ら
海
津
・
塩
津
・
余
呉
の
入
海
・

湖
北
一
帯
、
さ
ら
に
竹
生
島
に
ま
で
焼
討
ち

を
仕
掛
け
た
。

陸
上
と
湖
上
を
連
動
さ
せ
た
焼
討
ち
は
、

長
政
の
経
済
基
盤
で
あ
る
港
を
叩
く
と
と
も

に
、
長
政
を
小
谷
城
に
追
い
詰
め
、
孤
立
さ

せ
、
さ
ら
に
、
長
政
家
臣
団
の
動
揺
を
誘

い
、
信
長
へ
の
寝
返
り
を
促
そ
う
と
す
る
も

の
だ
っ
た
。

長
政
に
は
痛
い
目
に
あ
わ
さ
れ

続
け
た
が
、
佐
和
山
城
を
落
と

し
て
、
や
っ
と
勝
機
が
巡
っ
て

来
た
。
小
谷
城
を
攻
め
る
の
は
簡
単
だ
が
、

あ
の
堅
城
を
力
攻
め
す
れ
ば
、
多
大
な
損
害

も
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

被
害
を
最
小
限
、
で
き
れ
ば
無
傷
で
長
政

を
葬
り
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
長
政
を
小

谷
城
に
追
い
詰
め
、
そ
の
周
辺
を
徹
底
的
に

叩
き
、
長
政
と
家
臣
団
と
の
繋
が
り
を
分
断

し
て
や
る
。

秀
吉
！  

徹
底
的
に
湖
北
の
地
を
焼
き
尽
く

せ
！  

百
姓
ど
も
ま
で
殺
す
必
要
は
な
い
。
た

だ
し
、
大
吉
寺
に
籠
る
一
向
一
揆
の
門
徒
ど

も
は
、
な
で
斬
り
に
し
ろ
。
長
政
に
呼
応
し

て
他
所
か
ら
流
れ
て
き
た
連
中
だ
。
殺
し
て

も
湖
北
運
営
に
は
影
響
な
い
。
容
赦
す
る
な
。

光
秀
！  

お
前
は
堅
田
の
殿
と
の
ば
ら
し
ゅ
う

原
衆
、
打う
ち

下お
ろ
しの

林
と
連
動
し
て
湖
上
か
ら
長
政
の
港
を
攻
め

ろ
。儂

は
長
政
の
港
を
全
て
奪
い
取
る
。
そ
し

て
湖
水
を
全
て
支
配
す
る
。
そ
の
た
め
の
前

奏
曲
だ
！

光
秀
！  

お
前
な
ら
儂
の
意
図
が
わ
か
る
は

ず
だ
。
江
北
の
船
人
ど
も
に
、
新
た
な
湖
水

の
支
配
者
の
登
場
を
恐
怖
と
と
も
に
刷
り
込

ん
で
や
れ
。

信
長
様
は
、
湖
上
か
ら
湖
北
の

港
に
焼
討
ち
を
か
け
ろ
と
命
じ

ら
れ
た
。
堅
田
の
殿
原
衆
は
信

長
様
に
好
意
的
だ（
堅
田
合
戦
、
58
頁
）。
打
下

の
林
も
信
長
様
に
な
び
い
て
き
た（
高
島
攻
め
、

68
頁
）。
し
か
し
、
ま
だ
、
船
が
足
り
な
い
。

沖
島
の
連
中
の
船
も
欲
し
い
。

普
通
の
船
で
は
反
撃
を
受
け
る
。「
囲

か
こ
い
ぶ
ね船
」

を
造
ら
せ
よ
う
。
そ
し
て
仰
々
し
く
飾
り
立

て
よ
う
。

者
ど
も
、
私
に
従
い
船
を
走
ら
せ
ろ
。
ま

ず
は
海
津
を
攻
め
る
。
そ
し
て
塩
津
だ
。
二

つ
と
も
、
外
海
と
湖
水
を
結
ぶ
港
。
長
政
殿

の
資
金
源
だ
。

船
上
か
ら
鉄
炮
・
大
筒
を
放
っ
た
と
こ
ろ

で
、
さ
ほ
ど
の
威
力
が
な
い
こ
と
ぐ
ら
い
承

知
し
て
い
る
。
届
く
範
囲
で
構
わ
ん
、
鉄
炮
・

大
筒
・
火
矢
も
放
っ
て
湖
岸
に
火
を
か
け
ろ
。

今
回
の
戦
の
相
手
は
船
人
だ
。
湖
水
に
糧

を
求
め
る
奴
ら
に
湖
水
か
ら
攻
め
か
か
れ
！  

奴
ら
が
崇
め
る
湖
水
の
神
と
は
違
う
、
圧
倒

的
な
力
を
持
つ
、
新
た
な
湖
水
の
神
の
到
来

を
湖
水
か
ら
告
げ
る
の
だ
。
鉄
炮
・
大
筒
の
轟

音
を
放
て
！  

太
鼓
・
陣
鐘
を
打
ち
鳴
ら
せ
！  

湖
水
か
ら
攻
め
ら
れ
る
恐
怖
を
刷
り
込
め
！

新
た
な
湖
水
の
神
は
信
長
様
だ
！  

そ
し
て
、

お
前
ら
を
支
配
す
る
の
は
私
だ
！  

気
分
が
高

ぶ
る
！

▲ �焼討ちのイメージ�� �光秀の時代、このような光景がしばしば見ら
れたのだろう（画像は初夏の麦焼きの平和な煙）。

3
章　

湖
族
光
秀

▲ �光秀による湖上焼討ちの進軍経路���坂本を本拠としていた光秀は、各地
の船侍の船を集め湖西を北上し、まず海津を攻めた。

1　湖北湖上焼討ち ― 48
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①　

沖　

島

沖
島
は
世
界
的
に
も
稀
な
、
淡
水
の
湖
に

浮
か
ぶ
有
人
の
島
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

沖
島
の
歴
史
は
古
く
、
奈
良
時
代
に
藤
原
不ふ

比ひ

等と

に
よ
り
、
航
海
安
全
を
司
る
宗む

な

像か
た

の
神

の
内
、
多た

紀ぎ

里り

姫ひ
め

を
勧
請
し
奥
津
島
神
社
を

建
立
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
何
故
、
古
代
国

家
の
宰
相
が
琵
琶
湖
の
孤
島
に
、
自
ら
神
を

迎
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ひ

と
え
に
沖
島
の
地
理
的
有
意
性
に
あ
る
。
琵

琶
湖
の
東
岸
は
西
か
ら
の
季
節
風
が
吹
き
付

け
、
船
の
航
行
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
も
多

い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
沖
島
と
、
こ
の
東

の
奥
島
山
に
挟
ま
れ
た
水
道
は
、
沖
島
が
季

節
風
を
遮
る
た
め
、
波
穏
や
か
な
水
面
が
広

が
る
こ
と
か
ら
、
湖
東
航
路
を
航
く
船
は
、

好
ん
で
こ
の
水
道
を
使
う
。
こ
の
た
め
、
必

然
的
に
、
こ
こ
に
航
海
の
安
全
を
託
す
神
が

迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

多
紀
里
媛
が
迎
え
ら
れ
て
以
降
沖
島
は
、

人
の
住
む
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
神
の
島
と
し

て
時
を
重
ね
た
が
、
平
安
時
代
の
終
わ
り

頃
、
平
家
と
の
抗
争
に
敗
れ
た
源
満
仲
の
家

臣
達
が
、
都
を
逃
れ
、
沖
島
に
住
み
着
い
た
。

こ
れ
が
、
沖
島
と
人
と
の
か
か
わ
り
の
始
ま

り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
沖
島
は

こ
の
時
以
降
、
沖
島
水
道
を
利
用
し
た
水

運
、
漁
業
の
島
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
る
。

沖
島
は
、
琵
琶
湖
水
運
に
よ
り
発
展
し
た

堅
田（
堅
田
合
戦
、
58
頁
）と
の
関
係
が
深
く
、

そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
。
応
仁
二
年

（
１
４
６
８
）、
京
都
花
御
所
の
造
営
木
材
を

琵
琶
湖
を
使
っ
て
運
ぶ
途
中
、
堅
田
の
殿
原

衆
が
こ
れ
を
横
領
し
た
。
こ
れ
に
端
を
発

し
、
堅
田
の
街
は
、
延
暦
寺
の
攻
撃
を
受
け

壊
滅
す
る
。
当
時
、
堅
田
の
本
福
寺
を
中
心

に
活
動
し
て
い
た
蓮
如
を
は
じ
め
と
す
る
堅

田
の
住
人
は
こ
と
ご
と
く
沖
島
に
逃
れ
、
こ

こ
で
二
年
余
り
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。

戦
国
時
代
に
入
る
と
沖
島
は
、
六
角
氏
、

次
い
で
浅
井
氏
、
そ
し
て
信
長
の
支
配
下
に

入
る
。
元
亀
三
年（
１
５
７
２
）、
信
長
は
長

政
を
封
じ
込
め
る
た
め
、
湖
北
に
対
す
る
焼

討
ち
を
敢
行
す
る
が
、
こ
の
時
、
先
に
紹
介

し
た
よ
う
に
、
光
秀
等
が
湖
上
か
ら
の
攻
撃

を
行
っ
た
。
こ
の
船
を
使
っ
た
戦
闘
に
沖
島

の
船
人
が
参
戦
し
て
い
る
。
焼
討
ち
の
一

か
月
前
、
信
長
は
沖
島
に
対
し
て
早
船
を

三
艘
、
水か

主こ

を
付
し
て
用
意
し
、
堅
田
の
船

侍
達
と
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
。
早
船
と
い
う
表
現
か
ら
、
帆
走
す
る
船

で
は
な
く
、
複
数
の
櫂
、
も
し
く
は
櫓
で
航

行
す
る
船
で
、
こ
れ
を
囲
船（
ト
ピ
ッ
ク
ス

②
、
66
頁
）に
改
造
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

信
長
様
が
、
湖
水
か
ら
長
政
殿

の
拠
点
を
焼
討
ち
す
る
よ
う
お

命
じ
に
な
ら
れ
た
。
攻
撃
船
団

を
造
ら
ね
ば
。
坂
本
の
船
だ
け
で
は
心
許
な

い
。
堅
田
の
船

侍
達
は
船
を
出

す
こ
と
を
了
解

し
て
く
れ
た
。

し
か
し
、
圧

倒
的
な
船
数
が

ほ
し
い
。

何
？  

信
長
様

が
沖
島
の
船
人

に
船
を
供
出
し
、

私
に
預
け
る
よ
う
お
命
じ
に
な
ら
れ
た
と
！  

さ
す
が
だ
、
沖
島
・
堅
田
の
連
中
は
船
を
自
在

に
操
る
技
術
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
私
が

培
っ
た
戦
術
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
向
か
う

と
こ
ろ
敵
な
し
だ
。
大
船
団
を
率
い
て
湖
北

の
湖
に
攻
め
込
ん
で
や
る
。
気
分
が
高
揚
す

る
ぞ
。
堅
田
衆
・
沖
島
衆
！  

私
に
従
い
船
を

漕
げ
！

沖
島
⓰
▼
近
江
八
幡
市
沖
島
町 

Ｊ
Ｒ
近
江
八
幡
駅
よ
り

バ
ス 

堀
切
で
沖
島
通
船
乗
り
換
え 

県
道
25
堀
切
港
よ
り

通
船

▲ �沖島から見下ろす沖島水道���沖島から見下ろした沖島水道。水道を
航行する船の動向をつぶさに把握することができる。

▲ �魚港にひしめく沖島船団�� �沖島の暮らしを支えるのは船。
光秀の時代にも、このような景観があっただろう。

▲ �どんど焼き��沖島の正月に行われるどんど焼き。
県下最大級の火の祭り。

▲ �湖上から望む沖島���左の頭山と、右の尾山に接する狭い平地に、住
宅が密集して建ち並ぶ。湖を生業の場として選んだ景観。
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②　

滋
賀
の
取
手
―
ダ
ン
ダ
坊

信
長
の
命
に
よ
り
、
光
秀
等
が
比
良
山
中

に
造
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
砦
と
し
て
、
ダ
ン

ダ
坊
遺
跡
が
考
え
ら
れ
る
。

ダ
ン
ダ
坊
は
、
比
良
山
へ
の
登
山
口
で
あ

る
イ
ン
谷
口
か
ら
谷
に
沿
っ
て
展
開
す
る
、

比
良
山
中
最
大
規
模
の
寺
院
跡
で
あ
る
。
寺

の
坊
跡
群
の
中
を
登
り
詰
め
る
と
、
突
然
眼

前
に
、
石
垣
の
壁
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
最
奥

の
坊
の
入
り
口
は
、
直
角
に
曲
げ
ら
れ
た
複

雑
な
構
造
を
持
つ
。
城
郭
の
喰
違
虎
口
そ
の

も
の
で
あ
る
。
寺
院
の
入
り
口
に
こ
の
よ
う

な
構
造
は
必
要
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
が
光

秀
が
寺
を
改
造
し
た
城
の
館
の
入
り
口
、
と

考
え
れ
ば
納
得
で
き
る
。
館
の
中
に
入
る
と
、

広
大
な
空
間
が
広
が
り
、
そ
の
背
後
の
高
ま

り
に
巨
石
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
庭
園
の
景

石
で
あ
る
。
よ
く
観
察
す
る
と
、
ほ
ぼ
完
全

な
形
で
庭
園
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

館
に
庭
園
を
構
え
る
の
は
、
一
定
の
領
国
を

支
配
す
る
領
主
ク
ラ
ス
の
武
家
で
あ
る
。

武
家
の
庭
園
は
、
単
な
る
芸
術
鑑
賞
の
対

象
で
は
な
い
。
支
配
す
る
者
と
さ
れ
る
者
と

の
身
分
の
違
い
を
確
認
す
る
た
め
の
服
属
儀

礼
の
舞
台
装
置
と
し
て
造
ら
れ
た
。

庭
園
と
は
凝
縮
さ
れ
た
小
さ
な
自
然
で
あ

る
。
ダ
ン
ダ
坊
の
周
り
に
は
比
良
の
大
自
然

が
広
が
る
。
こ
こ
に
あ
え
て
人
工
の
小
自
然

を
造
る
意
味
は
、
領
国
の
中
に
宿
り
、
領
国

を
護
る
、
自
然
の
神
を
招
く
こ
と
に
あ
る
。

自
然
に
宿
る
神
を
小
さ
な
自
然
に
招
き
、
し

か
も
館
の
中
に
閉
じ
込
め
る
。
神
の
意
に
沿

わ
な
け
れ
ば
館
の
主
に
神
罰
が
降
る
。
し
か

し
、
神
罰
は
降
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、

館
の
主
は
領
国
を
司
る
神
の
支
持
を
得
て
、

領
国
を
統
治
す
る
こ
と
を
神
に
承
認
さ
れ

た
、
と
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

主
が
、
庭
園
を
背
景
に
盃
を
差
し
出
す
。

こ
れ
は
神
が
差
し
出
す
盃
で
も
あ
る
。
こ
れ

を
押
し
頂
い
た
瞬
間
、
招
か
れ
た
者
は
、
主

に
従
う
こ
と
を
誓
う
こ
と
に
な
る
。

光
秀
！  

ダ
ン
ダ
坊
を
接
収
し
、

こ
こ
に
滋
賀
・
高
島
を
調
略
す
る

拠
点
を
造
れ
。

こ
の
城
は
、
戦
う
事
よ
り
従
わ
せ
る
儀
礼

の
場
と
し
ろ
。
そ
の
た
め
に
館
に
庭
を
造
れ
。

庭
の
意
味
は
解
っ
て
い
る
な
。
お
前
が
坂
本

城
に
庭
を
造
る
こ
と
は
許
さ
ん
が
、
ダ
ン
ダ

坊
に
庭
を
造
り
、
そ
の
前
に
座
す
こ
と
を
許

す
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
儂
の
名
代
と
し

て
の
光
秀
だ
ぞ
。
そ
し
て
滋
賀
・
高
島
の
地

侍
、
特
に
打
下
の
林
は
確
実
に
儂
に
靡な

び

か
せ

ろ
。
林
を
落
と
さ
ね
ば
高
島
攻
め
は
お
ぼ
つ

か
ぬ
。

信
長
様
は
ダ
ン
ダ
坊
を
城
に
改
造

せ
よ
と
言
わ
れ
た
。
歓
喜
寺
城
と

同
様
、
比
良
の
山
に
坐
す
神
の
力

を
城
主
の
力
に
す
り
替
え
る
戦
略
か
。

そ
し
て
、
信
長
様
は
、
こ
こ
に
庭
を
構
え

ろ
と
お
命
じ
に
な
っ
た
。
私
は
急
ぎ
、
都
よ

り
石
立（
庭
師
）を
招
き
、
庭
を
造
ら
せ
た
。

館
の
入
り
口
に
は
、
滋
賀
・
高
島
の
地
侍
達

が
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
喰
違
虎
口
を
石

垣
で
造
っ
た
。
館
に
招
か
れ
た
連
中
は
一
様

に
畏
れ
、
驚
き
、
庭
を
背
景
に
座
し
た
私
が

差
し
出
す
盃
を
押
し
頂
い
た
。
人
を
従
え
る

と
い
う
こ
と
は
何
と
心
地
よ
い
こ
と
か
。　

し
か
し
、
打
下
の
林
は
な
か
な
か
靡
こ
う

と
し
な
い
。
無
理
も
な
い
、
湖
水
と
若
狭
を

結
ぶ
勝
野
津
を
押
さ
え
、
し
か
も
難
攻
不
落

の
打
下
城
に
籠
っ
て
い
る
。

説
得
だ
け
で
は
だ
め
だ
。

五
月
十
九
日
。
者
ど
も
！  

打
下
の
林
を
牽

制
し
、
高
島
木
戸
城
下
饗
庭

三
坊
の
城
を
攻
撃
す
る
。
油

断
す
る
な
、
風
の
如
く
疾
く
、

火
の
如
く
侵
掠
せ
よ
！

高
島
が
燃
え
る
さ
ま
を
林

に
見
せ
つ
け
ろ
。
鬨

か
ち
ど
きの
声
を

上
げ
ろ
。
信
長
様
の
力
を
林

に
見
せ
つ
け
て
や
れ
！

そ
の
日
、
林
は
信
長
様
に

味
方
す
る
旨
を
伝
え
て
来
た
。

私
は
林
を
ダ
ン
ダ
坊
に
招
き
、

対
面
し
た
。
林
は
ひ
れ
伏

し
、
私
の
盃
を
受
け
取
っ
た
。

勝
っ
た
！  

次
は
、
他
の
高
島

の
地
侍
達
も
調
略
し
、
木
戸

の
城
・
田
中
の
城
を
丸
裸
に

し
て
や
る
。
高
島
攻
め
が
待

ち
遠
し
い
。

ダ
ン
ダ
坊
�
▼
大
津
市
北
比
良 

Ｊ
Ｒ
湖
西
線
比
良
駅
下

車 

徒
歩
90
分 

国
道
1
6
1
よ
り
地
方
道
3
2
2
イ
ン
谷

下
車 

徒
歩
15
分

▲ �喰違虎口　館の入り口。石垣の一部が崩れているが、明らかに通
路を直角に曲げている。決して寺の構造ではない。

▲ �館内の庭園���多くの古庭園は後世の改造を受けているが、この庭園は、高島攻めの役目を終え
ると、直ぐに廃絶された。築庭当時の姿を留める奇跡的な庭園である。
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信
長
の
大
船

元
亀
三
年（
１
５
７
２
）の
、
三
方
ヶ
原
の
戦
い
で
儂
の

軍
は
、
武
田
信
玄
に
敗
北
を
喫
し
た
。
い
つ
我
が
領
国

に
信
玄
が
侵
攻
し
て
来
て
も
お
か
し
く
な
い
情
勢
だ
っ

た
。
儂
の
危
機
を
見
て
義
昭
も
不
穏
な
動
き
を
見
せ
始
め
た
。
儂
は

焦
っ
た
。

し
か
し
、
何
と
、
翌
年
四
月
、
信
玄
は
病
に
倒
れ
死
ん
だ
。
九

死
に
一
生
を
得
た
と
は
こ
の
事
。
こ
の
機
会
を
捕
ら
え
、
一
気
に
攻

勢
に
転
じ
て
や
る
。

そ
の
た
め
に
、
儂
の
力
を
視
覚
的
に
見
せ
つ
け
る
た
め
の
構
造
物

が
欲
し
い
。
し
か
も
、
儂
が
か
ね
て
か
ら
支
配
を
目
論
む
湖
水
に
。

儂
は
、
宮
大
工
の
岡
部
又
右
衛
門
に
命
じ
た
。「
又
右
衛
門
！  

今

す
ぐ
、
こ
の
世
の
誰
も
見
た
こ
と
が
な
い
巨
大
な
船
を
造
り
、
湖
水

に
浮
か
べ
ろ
！
」

又
右
衛
門
の
返
答
が
面
白
か
っ
た
。「
す
ぐ
に
お
造
り
し
ま
す
が
、

浮
か
ん
で
い
る
だ
け
で
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
な
？
」

儂
は
す
ぐ
さ
ま
応
え
た
。「
操
船
に
難
が
あ
っ
て
も
構
わ
ん
。
湖

水
を
儂
が
支
配
し
た
こ
と
を
天
下
に
実
感
さ
せ
る
船
を
造
れ
！
」

儂
の
意
を
受
け
、
又
右
衛
門
は
佐
和
山
城
の
麓
で
総
力
を
結
集

し
、
わ
ず
か
四
十
五
日
程
で
、
長
さ
五
十
四
㍍
、
幅
十
三
㍍
、
前
後

離
れ
、
神
と
し
て
湖
水
に
座
し
、
天

下
を
治
め
る
準
備
が
整
っ
た
。

信
忠
に
岐
阜
城
と
家
督
を
譲
る

と
翌
天
正
四
年
正
月
、
儂
は
、
か
ね

て
か
ら
目
を
つ
け
て
い
た
安
土
山
に

儂
の
神
殿
の
建
立
を
始
め
た
。
そ
し

て
、
天
正
七
年
、
安
土
城
天
主
が
完

成
し
、
儂
は
こ
こ
に
座
し
た
。

も
う
、
大
船
は
要
ら
ん
。

安
土
城
が
で
き
た
時
、
大
船
の

役
割
は
終
わ
っ
た
。
い
や
、
急
ご
し

ら
え
の
張
り
ぼ
て
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

は
、
儂
の
権
威
を
貶
め
る
事
に
も
繋

が
り
か
ね
な
い
。

儂
は
、
堅
田
の
船
侍
に
命
じ
て
、

大
船
を
解
体
さ
せ
、
そ
の
材
で
早
船

を
十
艘
造
ら
せ
、
光
秀
に
預
け
た
。

し
か
し
、
大
船
が
居
な
く
な
る

と
、
今
度
は
坂
本
城
が
急
に
み
す
ぼ

ら
し
く
見
え
て
き
た
…
…
。

▲ �大船と囲船���大船に光秀が乗った囲い船が近づく。両船とも同じスケールで造ってある。小さく見える
囲い船だが、コロンブスのサンタマリア号と、ほぼ同じ長さである。大船の巨大さを感じてほしい。

▲ �大船���宮大工岡部又右衛門が造った船は、水に浮かぶ箱状の船だった。恐らく湖水を自在に航行する事
はできなかったであろう。しかしその大きさが最大の力だった。櫓に信長が立つ。

③

に
櫓
を
あ
げ
、
百
丁
の
櫓
で
動
か
す
大
船
を
作
っ
た
。

無
論
、
宮
大
工
の
又
右
衛
門
に
船
な
ど
作
れ
る
は
ず
が
な
い
。

奴
は
、
同
型
同
大
の
板
と
柱
を
大
量
に
調
達
し
、
こ
れ
を
釘
と
梁
、

長
押
で
固
め
た
「
水
に
浮
か
ぶ
箱
」
を
造
っ
た
に
す
ぎ
ぬ
。
し
か
し
、

儂
は
満
足
だ
っ
た
。

こ
の
船
を
見
た
天
下
の
驚
き
は
、
い
か
ば
か
り
か
。
宣
教
師
に

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
こ
の
よ
う
な
巨
大
な
船

は
な
い
と
い
う
。
世
界
最
大
の
船
が
湖
水
に
浮
か
ん
だ
！

儂
の
気
分
は
高
揚
し
た
。
大
船
が
で
き
た
そ
の
時
、
将
軍
義
昭

が
公
然
と
儂
に
歯
向
か
っ
て
き
た
。
絶
好
の
機
会
だ
。
儂
は
大
船
に

乗
り
、
光
秀
に
任
せ
て
い
る
坂
本
城
に
乗
り
つ
け
、
難
な
く
義
昭
を

倒
し
、
室
町
幕
府
に
終
止
符
を
打
っ
た
。

そ
し
て
す
ぐ
さ
ま
、
儂
は
、
長
政
に
味
方
す
る
高
島
を
討
つ
た

め
、
陸
上
軍
を
侵
攻
さ
せ
る
と
同
時
に
、
大
船
に
乗
り
、
高
島
表
に

進
軍
し
た
。
こ
れ
を
見
た
高
島
衆
は
さ
し
た
る
抵
抗
も
な
く
我
が
元

に
降
っ
た
。
大
船
の
放
つ
力
に
降
っ
た
の
だ
。

そ
の
後
、
大
船
を
湖
水
と
都
の
境
目
、
天
下
の
耳
目
の
集
ま
る

坂
本
城
に
、
儂
の
権
威
を
見
せ
つ
け
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
係
留

さ
せ
た
。

天
正
三
年（
１
５
７
５
）、
儂
は
、
長
篠
設
楽
原
の
合
戦
で
宿
敵
武

田
勝
頼
を
破
り
、
東
国
か
ら
の
脅
威
を
払
拭
し
た
。
こ
れ
で
岐
阜
を



このプレビューでは表示されない頁があります。



83 ― 4 章　激戦と安住

1　

転
戦
す
る
光
秀

天
正
元
年（
１
５
７
３
）、
信
長
は
宿
敵
浅

井
長
政
を
倒
し
、
そ
の
余
勢
を
か
っ
て
、
抵

抗
を
続
け
る
六
角
義
賢
を
近
江
か
ら
完
全
に

駆
逐
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
近
江
国
内
の
戦

乱
に
、
ほ
ぼ
終
止
符
が
打
た
れ
る
。

光
秀
は
、
堅
田
攻
略
、
高
島
攻
め
と
、
近

江
及
び
そ
の
周
辺
で
の
戦
い
を
主
導
、
あ
る

い
は
、
連
動
し
て
戦
っ
て
い
た
が
、
信
長
の

戦
端
が
拡
大
す
る
の
に
呼
応
し
て
、
近
江
国

外
で
の
戦
い
に
参
軍
す
る
よ
う
に
な
る
。
信

長
の
主
だ
っ
た
軍
団
が
越
前
や
中
国
に
張
り

付
い
て
い
た
た
め
、
比
較
的
自
由
に
動
け
る

の
が
光
秀
の
軍
団
だ
け
、
と
い
う
事
情
も

あ
っ
た
。

天
正
三
年（
１
５
７
５
）、
信
長
は
京
の
背

後
に
あ
る
丹
波
攻
め
を
光
秀
に
命
じ
る
。
丹

波
は
信
長
と
比
較
的
友
好
的
な
地
域
で
あ
っ

た
が
、
信
長
が
義
昭
を
追
放
し
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
将
軍
寄
り
の
武
家
達
が
公

然
と
信
長
へ
歯
向
か
っ
て
来
た
た
め
で
あ

る
。
都
を
安
定
的
に
治
め
る
た
め
に
は
、
丹

波
の
平
定
が
不
可
欠
で
あ
る
。
以
後
、
光
秀

は
、
丹
波
で
の
死
闘
を
繰
り
広
げ
る
こ
と

に
な
る
。
特
に
、
天
正
四
年
一
月
、
光
秀

は
、
黒
井
城
攻
め
で
、
八
上
城
に
い
た
波は

多た

野の

秀ひ
で

治は
る

の
裏
切
り
に
遭
い
大
敗
を
喫
し
、
坂

本
城
に
逃
げ
帰
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
信
長

は
光
秀
の
敗
北
を
責
め
る
こ
と
な
く
、
丹
波

攻
め
を
継
続
さ
せ
る
。
状
況
を
理
解
し
た
う

え
、
敗
北
は
止
む
無
し
と
判
断
し
、
光
秀
の

能
力
と
可
能
性
を
高
く
評
価
し
た
結
果
で
あ

る
。
光
秀
は
信
長
の
期
待
に
応
え
、
天
正
七

年（
１
５
７
９
）黒
井
城
を
落
と
し
丹
波
を
平

定
す
る
。
五
年
に
及
ぶ
長
い
戦
い
で
あ
っ

た
。
こ
の
功
績
に
対
し
翌
天
正
八
年
、
信
長

は
光
秀
に
丹
波
一
国
二
十
九
万
石
を
与
え

る
。
こ
れ
に
滋
賀
郡
五
万
石
を
加
え
光
秀

は
、
三
十
四
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
。

五
年
に
も
及
ぶ
丹
波
攻
め
の
間
、
光
秀
は

丹
波
攻
略
の
み
に
従
事
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
丹
波
攻
め
の
間
隙
を
縫
う
よ
う
に
、

越
前
・
加
賀
へ
の
侵
攻
、
石
山
本
願
寺
攻
め

へ
の
参
戦
、
紀
伊
雑
賀
衆
と
の
戦
い
、
大
和

信
貴
山
城
へ
の
攻
撃
、
信
長
を
裏
切
っ
た
荒

木
村
重
と
の
戦
い
へ
の
援
軍
、
さ
ら
に
備

中
、
因
幡
ま
で
軍
を
進
め
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
間
に
、
近
江
滋
賀
郡
の
運
営
、
京
都
の

運
営
等
の
政
治
的
な
職
務
を
も
こ
な
し
て

い
っ
た（
１
１
９
頁
か
ら
の
年
表
参
照
）。

さ
す
が
の
光
秀
も
激
務
に
耐
え
か
ね
、
天

正
四
年
の
石
山
本
願
寺
と
の
戦
い
の
途
中
で

体
調
を
壊
し
、
一
時
戦
線
を
離
脱
す
る
と
い

う
事
態
に
陥
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
時
、
光
秀

を
献
身
的
に
看
病
し
た
最
愛
の
妻
明
智
煕ひ

ろ

子こ

が
、
看
病
の
疲
れ
か
ら
か
急
死
す
る
と
い
う

不
幸
に
も
見
舞
わ
れ
た
。

こ
の
超
人
的
と
も
い
え
る
光
秀
の
戦
い

は
、
総
て
信
長
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
光
秀
は
こ
れ
に
忠
実
に
応
え
、
大
き
な

成
果
を
上
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
光
秀

は
天
正
七
年
頃
に
は
、
京
・
大
和
・
大
阪
の

一
部
を
管
掌
す
る
「
近
畿
管
領
」
的
な
役
割

を
担
う
こ
と
に
な
る
。
信
長
と
光
秀
は
、
強

い
信
頼
関
係
で
結
ば

れ
て
い
た
よ
う
に
思

え
る
。  

こ
の
よ
う
な

激
務
の
中
に
身
を
置

く
光
秀
で
は
あ
っ
た

が
、
正
月
に
は
坂
本

城
に
帰
城
し
、
連
歌

の
会
、
茶
会
を
催
し

て
い
る
。
戦
い
の
連

続
で
気
の
休
ま
る
暇

も
な
い
光
秀
に
と
っ

て
、
さ
ざ
な
み
打
ち

寄
せ
る
坂
本
城
は
、

心
安
ら
ぐ
唯
一
の

場
所
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
同
時

に
、
西
教
寺
に
対

す
る
帰
依
も
深
め

て
ゆ
く
。
い
つ
果

て
る
か
も
し
れ
な

い
戦
場
に
身
を
置
く

光
秀
に
と
っ
て
、
浄

土
へ
の
憧
れ
も
強

か
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
琵
琶
湖
を
見
下

ろ
す
高
台
に
建
ち
、

妻
煕
子
が
眠
る
西
教

寺
も
ま
た
、
光
秀
に

と
っ
て
か
け
が
え
の

な
い
安
寧
の
地
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。体

を
休
め

る
間
も
な

く
、
私
は

戦
い
続
け
た
。
目
的
な

ど
な
い
。
信
長
様
に
命

じ
ら
れ
る
ま
ま
に
戦
い

続
け
た
。

私
の
働
き
に
、
信
長

様
は
十
分
に
応
え
て
く

だ
さ
れ
た
。
近
畿
管
領

二
百
四
十
万
石
を
実
質
切
り
盛
り
す
る
立
場

に
も
な
っ
た
。

坂
本
城
か
ら
、
そ
し
て
妻
が
眠
る
西
教
寺

か
ら
望
む
湖
水
の
景
色
だ
け
が
、
私
の
疲
れ

を
癒
し
て
く
れ
る
。
あ
り
が
た
い
。
こ
の
湖

水
を
眺
め
な
が
ら
余
生
を
過
ご
し
た
い
。

4
章　

激
戦
と
安
住

▲ �麒麟阿形���西教寺の宗祖大師殿の唐門に刻まれた麒麟。中央向かっ
て左が吽形、右が阿形で二頭の麒麟が向かい合っている。

▲ �麒麟吽形���麒麟は王が徳のある政治を行うと出現する霊獣。虫や植物を
踏むのも嫌がるほど殺生を嫌う心優しい獣である。

1　転戦する光秀 ― 82
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安
土
饗
応
膳　

光
秀
は
氷
を
手
に
入
れ
た
？

天
正
十
年（
１
５
８
２
）、
甲
斐
掃
討
戦
に
勝
利
し
た
信
長
は
、
武

田
氏
の
遺
領
の
配
分
を
行
う
。
こ
の
時
厚
遇
さ
れ
た
徳
川
家
康
と
穴

山
梅
雪
は
礼
の
た
め
、
連
れ
立
っ
て
安
土
城
を
訪
れ
る
。
五
月
十
五

日
、
信
長
は
こ
の
接
待
役
を
光
秀
に
命
じ
る
。
光
秀
は
、
京
、
堺
か

ら
山
海
の
珍
味
を
集
め
、
十
七
日
ま
で
家
康
ら
を
接
待
し
た
。

こ
の
時
の
饗
応
の
メ
ニ
ュ
ー
の
内
、
十
五
日
の
二
回
、
十
六
日

の
二
回
、
点
心（
デ
ザ
ー
ト
）一
回
の
メ
ニ
ュ
ー
が
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
内
、
最
初
の
「
落
ち
着
き
」
の
復
元
を
行
っ
た
。
こ
の
膳
は
、

本
膳
か
ら
五
の
膳
ま
で
二
十
八
種
類
の
料
理
と
「
御
く
ハ
し（
お
菓

子
）」
四
種
類
で
構
成
さ
れ
る
。
海
・
湖
の
魚
と
鳥
に
よ
り
構
成
さ

れ
、
四
つ
足
の
動
物
の
料
理
は
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
当

時
の
調
味
料
に
は
、
醤
油
と
砂
糖
は
無
く
、
味
噌
・
酢
・
酒
に
ほ
ぼ

限
ら
れ
た
味
付
け
の
料
理
で
あ
る
。
見
た
目
は
豪
華
で
は
あ
る
が
、

現
代
人
の
味
覚
と
は
乖
離
し
た
料
理
か
も
し
れ
な
い
。

数
あ
る
料
理
の
中
で
、
二
の
膳
に
登
場
す
る
「
海ほ

鞘や

の
冷
や
汁
」

が
目
を
引
い
た
。「
冷
や
汁
」
を
「
冷
え
た
汁
」
と
す
る
か
「
冷
や
し
た

汁
」
と
す
る
か
に
よ
り
、
料
理
の
持
つ
意
味
合
い
が
全
く
異
な
っ
て

く
る
。
饗
応
は
旧
暦
の
五
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
。
新
暦
に
置
き
換

え
れ
ば
七
月
の
中
旬
で
、
暑
さ
が
厳
し
い
季
節
で
あ
る
。
最
高
の
も

て
な
し
に
「
冷
め
た
汁
」
は
考
え
難
い
。
積
極
的
に
汁
を
冷
や
し
た

と
す
れ
ば
、
光
秀
は
、
氷
を
入
手
し
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

古
来
、
夏
に
氷
を
扱
い
、
こ
れ
を
臣
下
に
分
け
与
え
る
行
為
は
、

天
皇
の
専
権
事
項
と
さ
れ
て
い
た
。
何
故
な
ら
、
夏
に
氷
を
得
る
こ

と
は
超
自
然
的
行
為
で
あ
り
、
自
然
を
も
意
の
ま
ま
に
扱
い
得
る
天

皇
の
権
威
を
具
体
的
に
示
す
行
為
と
し
て
、
重
視
さ
れ
て
い
た
た
め

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
京
都
の
周
辺
、
奈
良
、
近
江
に
朝
廷
の
氷
室

が
置
か
れ
、
天
皇
の
た
め
の
氷
を
貯
蔵
し
て
い
た
。
し
か
し
、
律
令

制
の
崩
壊
と
共
に
天
皇
の
氷
室
は
姿
を
消
し
た
。

光
秀
が
領
し
て
い
た
滋
賀
郡
の
龍
華
に
は
、
古
代
か
ら
「
氷
室
」

が
設
置
さ
れ
、
夏
ま
で
、
氷
を
貯
蔵
し
、
こ
れ
を
天
皇
に
納
め
て
い

た
。
こ
の
故
事
を
知
る
光
秀
、
或
い
は
信
長
の
命
令
に
よ
り
、
安
土

に
最
も
近
い
龍
華
の
氷
室
の
復
活
が
、
な
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

光
秀
、
今
回
の
接
待
は
家
康
を
も
て
な
す
私
的
な
も
の

だ
。
し
か
し
、
お
前
は
解
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
近
い

将
来
天
皇
を
安
土
城
に
招
き
、
こ
こ
で
儂
は
天
皇
と
の

メ
ン
タ
ル
な
戦
い
を
す
る
。

当
然
、
天
皇
に
対
す
る
饗
応
も
そ
の
戦
い
の
中
で
行
う
。

そ
の
予
行
演
習
が
、
今
回
の
饗
応
だ
。
抜
か
り
な
く
勤
め
ろ
！

今こ

た

び度
は
、

家
康
殿
、

梅
雪
殿
の

接
待
を
命
じ
ら
れ
た
。

近
い
将
来
執
り
行
う
天

皇
へ
の
接
待
の
予
行
演

習
で
も
あ
る
と
い
う
。

山
海
の
珍
味
、
最
新
の

料
理
を
用
意
し
よ
う
。

そ
う
だ
、
頃
は
夏
。

龍
華
に
秘
蔵
し
て
い
る

氷
を
料
理
に
使
お
う
。

夏
の
氷
は
王
権
の
象

徴
。
氷
室
を
維
持
で
き

な
く
な
っ
た
天
皇
に
対

し
、
信
長
様
の
氷
を
差

し
上
げ
る
。
料
理
で
、

天
皇
に
王
権
の
交
代
を

悟
ら
せ
よ
う
。
料
理
も

戦
だ
。

▲ �安土饗応膳「をちつき」���饗宴とは、もてなしと同時に、相手に主の力を見せつける戦いの場でもある。
▲ �二の膳   左上から、貝鮑・うるか・宇治丸（鰻）・ふ

とに（なまこ）・鱧・鯉の汁・海鞘の冷や汁。
▲ �海鞘の冷や汁��海鞘は生で復元したが、塩漬けの

可能性もある。光秀はここに氷を浮かべた？

⑥
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7　

本
能
寺
の
変

天
正
十
年（
１
５
８
２
）五
月
十
七
日
、
光

秀
は
坂
本
城
に
帰
り
、
中
国
攻
め
の
準
備
を

行
う
が
、
こ
の
時
点
で
信
長
を
裏
切
る
タ
イ

ミ
ン
グ
を
計
っ
て
い
た
。
光
秀
は
、
秘
か
に

坂
本
城
の
大
天
主
に
登
り
、
安
土
城
を
凝
視

し
て
い
た
。

も
う
、
決
定
は
覆
ら
な
い
の
だ

ろ
う
か
？

  

信
長
様
を
裏
切
る
こ
と
は
辛
い
。

何
か
良
い
手
立
て
は
な
い
か
？

信
長
様
の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
従
う
か
背

く
か
の
二
択
し
か
な
い
。

未
知
の
土
地
で
の
栄
華
を
選
ぶ
か
、
湖
水

を
選
ぶ
か
。

や
は
り
、
湖
水
の
魅
力
に
は
勝
て
ぬ
。

信
長
様
を
倒
し
、
あ
の
安
土
の
城
か
ら
天

下
に
号
令
す
る
し
か
道
は
な
い
。

五
月
二
十
六
日
、
光
秀
は
坂
本
城
を
立

ち
、
丹
波
経
営
の
た
め
に
整
備
し
た
亀
山
城

に
入
り
、
丹
波
の
軍
勢
を
結
集
さ
せ
る
。

五
月
二
十
七
日
、
京
都
愛
宕
神
社
に
詣

で
、
戦
勝
を
祈
願
す
る
。
こ
の
時
、
何
度
も

御お

神み

籤く
じ

を
引
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

神
と
な
っ
た
信
長
様
と
戦
う
に

は
、
神
の
加
護
が
欲
し
い
。

　

愛あ
た
ご宕
大
権
現
、
勝
軍
地
蔵
菩

薩
、
私
に
力
を
お
貸
し
く
だ
さ
れ
。

こ
の
日
は
愛
宕
山
に
泊
ま
り
、
翌
二
十
八

日
、
愛
宕
山
西
林
坊
で
連
歌
を
興
行
す
る
。

こ
の
時
の
光
秀
の
発
句
が
「
と
き
は
今 

あ
め

が
し
た
し
る 

五
月
か
な
」
で
あ
る
。
こ
の

句
の
意
味
に
関
し
て
は
、「
美
濃
の
土
岐
氏

の
流
れ
を
く
む
光
秀
が
天
下
を
取
る
時
が

来
た
」
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
光
秀

の
謀
叛
を
強
調
す
る
た
め
「
あ
め
が
し
た
な

る
」
を
「
あ
め
が
し
た
し
る
」
に
改
竄
さ
れ

た
と
す
る
考
え
も
あ
る
。

同
二
十
八
日
、
光
秀
は
連
歌
を
愛
宕
山
に

奉
納
す
る
と
亀
山
城
に
帰
城
す
る
。

翌
二
十
九
日
、
信
長
が
小
姓
衆
等
僅
か
な

手
勢
を
引
き
連
れ
上
洛
。
本
能
寺
に
入
る
。

こ
の
日
の
光
秀
の
動
向
を
示
す
資
料
は
な

い
。
信
長
に
対
す
る
謀
叛
を
胸
に
秘
め
、
外

見
上
は
中
国
出
兵
の
準
備
を
装
い
、
こ
の
日

の
ど
こ
か
の
段
階
で
、
主
だ
っ
た
者
達
に
、

謀
叛
を
打
ち
明
け
、
同
意
を
求
め
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

翌
六
月
一
日
、
信
長
は
本
能
寺
で
茶
会
、

来
客
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
る
。
こ
の
日
の

夜
、
光
秀
は
亀
山
城
を
出
、
京
に
向
か
う
。

翌
六
月
二
日
未
明
、
光
秀
は
本
能
寺
を
襲

撃
し
、
信
長
を
自
害
に
追
い
込
む
。

『
信
長
公
記
』「
明
智
日
向
守
逆
心
の
事
」

よ
り「

さ
る
程
に
、
不
慮
の
題
目
出
来
候
て
、

六
月
朔
日
、
夜
に
入
り
、
丹
波
国
亀
山
に
て

惟
任
日
向
守
光
秀
、
逆
心
を
企
て
、
明
智
左

馬
助
、
明
智
次
右
衛
門
、
藤
田
伝
五
、
斎
藤

内
蔵
佐
、
是
れ
等
と
し
て
談
合
を
相
極
め
、

信
長
討
ち
果
た
し
、
天
下
の
主
と
な
る
べ
き

調
儀
を
究
め
…
…
」

『
信
長
公
記
』「
信
長
公  

本
能
寺
に
て
御

腹
め
さ
れ
候
事
」
よ
り

「（
六
月
二
日
）と
き
の
声
を
上
げ
、
御
殿

へ
鉄
炮
を
打
ち
入
れ
候
。
是
は
謀
叛
か
、
如

何
な
る
者
の
企
て
ぞ
と
、
御
諚
の
と
こ
ろ

に
、
森
乱
申
す
様
に
、
明
智
が
者
と
見
え
申

し
候
と
、
言
上
候
へ
ば
、
是
非
に
及
ば
ず

と
、
上
意
候
。 

…
…
信
長
、
初
め
は
、
御
弓

を
取
り
合
ひ
、
二
、 

三
つ
遊
ば
し
候
へ
ば
、

何
れ
も
時
刻
到
来
候
て
、
御
弓
の
弦
切
れ
、

其
の
後
、
御
槍
に
て
御
戦
ひ
な
さ
れ
、
御
肘

に
槍
疵
を
被
り
、
引
退
き
、
是
ま
で
御
そ
ば

に
女
ど
も
つ
き
そ
ひ
て
居
り
申
し
候
を
、
女

は
く
る
し
か
ら
ず
、
急
ぎ
罷
り
い
出
で
よ

と
、
仰
せ
ら
れ
、
追
ひ
出
さ
せ
ら
れ
、
既
に

御
殿
に
火
を
懸
け
、
焼
け
来
た
り
候
。
御
姿

を
御
見
せ
あ
る
ま
じ
き
と
、
お
ぼ
し
め
さ
れ

候
か
、
殿
中
奥
深
く
入
り
賜
ひ
、
内
よ
り
御

南
戸
の
口
を
引
き
立
て
、
無
情
に
御
腹
め
さ

れ
」
…
…

何
？  

光
秀
が
謀
叛
を
起
こ
し
攻

め
込
ん
で
き
た
？

　

何
故
じ
ゃ
？  

確
か
に
辛
い
戦

い
を
強
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
見
合
う
待

遇
は
し
て
き
た
。
何
が
不
足
な
の
か
？

そ
う
か
、
あ
の
一
件
か
。
湖
水
を
離
れ
、

西
国
を
切
り
開
け
と
命
じ
た
時
、
珍
し
く
逆

ら
い
お
っ
た
。
湖
水
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
、

奴
に
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
か
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
は
譲
れ
ん
。
湖
水
は
儂

の
も
の
だ
。

是
非
も
な
し
。
戦
え
る
と
こ
ろ
ま
で
戦
っ

て
や
る
。

終
に
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
信
長

様
を
倒
し
、
信
忠
様
も
倒
し
た
。

一
刻
も
早
く
、
安
土
城
天
主

に
登
り
、
新
た
な
天
下
の
主
、
そ
し
て
湖
水

の
主
が
私
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
。▲ �燃え盛る　決断の後は実行あるのみ。
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3　

光
秀
と
安
土
城

私
は
、
坂
本
城
か
ら
安
土
山
が

日
々
姿
を
変
え
て
ゆ
く
の
を
眺

め
て
い
た
。
工
事
の
怒
号
が
坂

本
ま
で
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
っ
た
。
や
が

て
、
安
土
山
が
石
垣
で
覆
わ
れ
、
白
く
輝
く

の
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宇
佐
山
城
の

比
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
信
長
様
の
座
す
天

主
が
そ
の
姿
を
見
せ
始
め
た
。
凄
い
！  
夕

日
を
浴
び
て
天
主
は
黄
金
に
輝
い
て
見
え
た
。

ま
さ
に
信
長
神
の
神
殿
。

あ
の
神
殿
に
座
す
こ
と
が
、
湖
水
の
力
を

身
に
纏
い
、
日
本
を
従
え
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
そ
ん
な
こ
と

は
望
ん
で
い
な
か
っ
た
。
湖
水
の
畔
の
坂
本

城
に
あ
り
、
近
畿
管
領
的
立
場
に
十
分
満
足

し
て
い
た
。
私
も
年
老
い
た
。
こ
の
ま
ま
安

寧
に
暮
ら
し
た
か
っ
た
。
し
か
し
、
信
長
様

は
私
を
新
た
な
戦
い
の
場
に
駆
り
立
て
た
ば

か
り
か
、
坂
本
城
ま
で
私
か
ら
取
り
上
げ
た
。

絶
望
し
た
私
は
、
本
能
寺
で
信
長
様
を
亡
き

も
の
と
し
た
。
謀
叛
の
後
ど
う
す
る
か
を
綿

密
に
計
算
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
何
と

か
な
る
。
と
に
か
く
、
湖
水
の
元
を
離
れ
る

の
が
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
信
長
様
が
湖
水
を
支
配
、

い
や
、
湖
水
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
目
指
し

築
城
し
た
安
土
城
に
一
刻
も
早
く
入
城
し
、

新
た
な
湖
水
の
主
と
な
っ
た
こ
と
を
、
安
土

城
か
ら
宣
言
し
た
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、

謀
反
を
正
当
化
し
、
私
が
安
土
城
の
主
と
な
っ

た
こ
と
を
認
め
る
「
朝
敵
信
長
を
討
ち
、
近

江
、
畿
内
を
安
堵
せ
よ
」
と
い
う
天
皇
の
綸
旨

を
、
安
土
城
で
お
受
け
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

綸
旨
を
賜
り
、
謀
反
が
正
当
化
さ
れ
れ
ば
、

天
下
な
ど
い
ら
ぬ
。
近
江
一
国
を
私
の
も
の

と
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
他
の
国
々
は
配

下
に
分
配
し
て
も
構
わ
な
い
と
思
っ
て
い
た
。

天
皇
は
私
の
意
を
汲
み
、
直
ち
に
綸
旨
を

与
え
て
く
だ
さ
る
と
思
っ
て
い
た
。
天
皇
が

信
長
様
と
戦
え
ば
敗
北
す
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
っ
た
。
私
は
天
皇
の
恩
人
な
の
だ
か
ら
。

私
は
、
信
長
様
を
倒
す
と
同
時
に
、
安
土

城
に
入
り
、
信
長
様
の
ご
家
族
を
人
質
に
し
、

無
傷
の
安
土
城
で
、
天
皇
の
勅
使
を
迎
え
る

つ
も
り
だ
っ
た
。
し
か
し
、
勢
田
橋
を
護
る

山
岡
は
、
私
の
誘
い
を
断
っ
た
ば
か
り
か
勢

田
橋
を
焼
き
落
と
す
と
い
う
、
行
動
に
出
た
。

誤
算
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
信
長
様
の
ご
家
族

は
蒲
生
賢
秀
が
連
れ
出
し
、
日
野
城
に
籠
っ

て
し
ま
っ
た
。
あ
ま
つ
さ
え
、
賢
秀
は
、
安

土
城
の
財
宝
も
無
傷
で
残
し
て
退
城
し
た
。

こ
れ
で
は
、
ま
る
で
私
が
安
土
城
の
財
宝
を

目
当
て
に
乱
を
起
こ
し
た
よ
う
に
見
え
る
で

は
な
い
か
。
ま
ず
い
。

［
六
月
四
日
：
秀
吉
が
本
能
寺
の
変
を
知
る
］

結
局
、
私
が
安
土
城
に
入
っ
た
の
は
六
月

五
日
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
入
城
ま
で
に
三

日
間
も
ロ
ス
し
て
し
ま
っ
た
。
私
は
直
ぐ
に

軍
を
長
浜
城
、
佐
和
山
城
に
派
遣
し
こ
れ
を

接
収
し
た
。
こ
れ
で
念
願
通
り
、
湖
水
は
我

が
も
の
と
な
っ
た
。

始
め
て
安
土
城
の
天
主
に
登
っ
た
。
何
と

い
う
眺
め
か
。
長
浜
城
も
、
竹
生
島
も
、
大

溝
城
も
、
当
然
私
の
坂
本
城
も
一
望
で
き
る
。

美
し
い
。
安
土
城
か
ら
の
湖
水
の
眺
め
は
、

坂
本
城
か
ら
の
眺
め
と
は
全
く
違
う
。
湖
水

の
力
が
私
の
体
の
中
に
染
み
込
ん
で
く
る
よ

う
な
錯
覚
を
覚
え
た
。
今
、
私
は
湖
水
の
王

と
な
っ
た

［
六
月
六
日
：
秀
吉
備
中
高
松
城
を
出
て
、

大
返
し
を
始
め
る
］

六
月
七
日
、
待
ち
に
待
っ
た
天
皇
か
ら
の

勅
使
と
し
て
、
旧
知
の
吉
田
兼
見
が
、
誠さ

ね

仁ひ
と

親
王
か
ら
の
戦
勝
祝
い
の
進
物
を
携
え
、
下

向
し
て
来
た
。
し
か
し
、
期
待
し
て
い
た
「
朝

敵
信
長
を
撃
て
」
の
綸
旨
は
な
か
っ
た
。
そ
の

夜
、
私
は
兼
見
に
、
謀
反
に
至
っ
た
経
緯
と

思
い
の
た
け
を
訴
え
た
。
兼
見
は
た
だ
聞
い

て
い
た
。

［
六
月
七
日
：
秀
吉
、
姫
路
城
ま
で
戻
る
］

▲ �湖水に浮かぶ安土城���全国数ある城郭の中で、周辺の景観を含め「美しい」城は安土
城だけかもしれない。

▲ �安土山から昇る朝日��  一月下旬、太陽は安土山の頂上から昇る。この
光の中に安土城天主が浮かび上がる。まさしく神殿。
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多
景
島
と
明
智
一
族

琵
琶
湖
に
浮
か
ぶ
孤
島
「
多
景
島
」。
そ
の
片
隅
に
「
湖
水
渡
左

馬
之
介
秀
満
一
族
郎
党
之
霊
」
と
書
か
れ
た
、
朽
ち
か
け
た
木
製
の

供
養
塔
が
建
っ
て
い
る※

。

左
馬
之
介
秀
満
と
は
、
明
智
光
秀
の
娘
を
妻
と
し
た
光
秀
の
重
臣

で
、
本
能
寺
の
変
で
は
先
鋒
を
務
め
た
。
光
秀
と
共
に
安
土
城
に
入

城
し
、
安
土
城
の
守
備
に
就
い
て
い
た
が
、
山
崎
の
合
戦
で
光
秀
が

敗
北
し
た
こ
と
を
知
る
と
、
秀
吉
軍
を
迎
え
撃
つ
べ
く
安
土
城
を
出
、

坂
本
城
を
目
指
す
。
大
津
市
打
出
浜
付
近
で
堀
秀
政
の

軍
と
遭
遇
し
、
進
路
を
阻
ま
れ
た
秀
満
は
、
愛
馬
と
共

に
湖
水
に
飛
び
込
み
、
坂
本
城
に
泳
い
で
帰
城
し
た
。

「
明
智
左
馬
之
介
湖
水
渡
」
で
あ
る
。
坂
本
城
に
戻
る
と

秀
満
は
、
光
秀
遺
愛
の
重
宝
類
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
惜

し
み
、
城
を
囲
む
堀
秀
政
に
渡
す
と
、
光
秀
の
家
族
、

自
分
の
家
族
を
殺
し
、
坂
本
城
の
煙
硝
に
火
を
放
ち
、

燃
え
盛
る
城
の
中
で
自
害
し
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
。

何
故
、
多
景
島
に
秀
満
の
供
養
塔
が
？  

多
景
島
は

日
蓮
宗
見
塔
寺
が
守
る
琵
琶
湖
の
聖
地
で
あ
る
。
現
在

の
御
住
職
が
島
に
入
ら
れ
た
時
、
一
人
の
武
者
が
現
わ

れ
た
。
そ
し
て
、「
私
は
湖
水
を
渡
り
、
主
の
城
を
護

ろ
う
と
し
た
が
叶
わ
ず
命
を
絶
っ
た
明
智
左
馬
之
介
。

湖
水
の
真
ん
中
に
浮
か
ぶ
こ
の
島
に
我
が
霊
を
祀
っ
て
欲
し
い
」
と

告
げ
た
と
い
う
。
琵
琶
湖
に
浮
か
ぶ
多
景
島
で
は
、
水
難
者
や
、
食

料
と
な
っ
た
魚
介
類
の
霊
を
慰
め
る
供
養
を
毎
年
行
っ
て
い
た
。
そ

れ
を
知
っ
て
か
、
琵
琶
湖
に
浮
か
ぶ
坂
本
城
と
共
に
命
を
落
と
し
た

明
智
一
族
の
魂
は
、
光
秀
や
煕
子
の
よ
う
に
、
琵
琶
湖
に
宿
る
事
を

望
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
琵
琶
湖
の
真
ん
中
に
浮
か
ぶ
多
景
島

の
僧
に
、
そ
の
供
養
を
依
頼
し
た
。
後
に
、
礼
装
の
馬
に
乗
っ
た
武

者
が
、
御
住
職
の
元
に
現
れ
、
礼
を
述
べ
た
と
い
う
。

多
景
島
�
▼
彦
根
市 

彦
根
港（
彦
根
市
松
原
1
丁
目
）よ
り
定
期
船（
有
料
）

※
2
0
1
8
年
の
台
風
に
よ
り
、
画
像
の
供
養
塔
は
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。

付
録　

信
長
と
光
秀
年
譜
（
近
江
を
中
心
に
）　　

※
天
正
二
年
以
降
の
●
印
は
転
戦
す
る
光
秀
の
動
向
を
示
す
。

和
　
暦

西
　
暦

月

信
　
　
長

月

光
　
　
秀

永
禄
9
年

１
５
６
６

高
島
田
中
城
に
籠
城
か（
米
田
家
文
書
）

永
禄
10
年

１
５
６
７

8
月
15
日

美
濃
斎
藤
氏
を
倒
し
岐
阜
城
に
入
る

8
月

義
昭
と
共
に
在
越
前
？

永
禄
11
年

１
５
６
８

7
月

光
秀
か
ら
義
昭
の
上
洛
支
援
を
要
請
さ
れ
る

7
月

信
長
に
義
昭
の
上
洛
支
援
を
要
請

信
長
と
光
秀
の
出
会
い

16
日

義
昭
一
行
小
谷
城
着

25
日

義
昭
一
行
岐
阜
立
政
寺
着
。
信
長
歓
待
。
光
秀
同
座
？

8
月
7
日

上
洛
に
備
え
、
六
角
承
禎
説
得
の
た
め
佐
和
山
へ

8
月

義
昭
に
従
い
岐
阜
の
立
政
寺
で
控
え
る

9
月
8
日

上
洛
戦
敢
行
の
た
め
、
岐
阜
を
出
陣
し
高
宮
に
着
陣

9
月

11
日

愛
知
川
近
辺
に
野
陣

12
日

箕
作
山
城
を
攻
め
、
こ
れ
を
落
と
し
、
箕
作
山
城
に
着
陣

13
日

観
音
寺
城
を
攻
め
、
占
拠

23
日

義
昭
に
従
い
成
菩
提
院
着

24
日

義
昭
を
桑
實
寺
に
迎
え
た
後
、
守
山
に
侵
攻

24
日

義
昭
に
従
い
桑
實
寺
着

26
日

琵
琶
湖
を
渡
り
、
三
井
寺
極
楽
院
に
陣

27
日

義
昭
と
共
に
琵
琶
湖
を
渡
り
、
三
井
寺
光
浄
院
に
陣

28
日

京
都
東
福
寺
に
陣
を
移
す

28
日

義
昭
に
従
い
、
京
都
の
清
水
寺
に
陣

10
月
18
日

参
内
し
、
義
昭
15
代
将
軍
宣
下
を
受
け
る

10
月

義
昭
と
共
に
京
に
残
る

28
日

岐
阜
城
に
帰
る

永
禄
12
年

１
５
６
９

1
月

1
月
5
日

三
好
三
人
衆
、
義
昭
の
六
条
の
御
座
所
を
囲
み
攻
撃
す
る
。
光
秀
ら
奮
戦

し
こ
れ
を
防
ぐ

8
日

京
着
陣

2
月
29
日

将
軍
御
座
所
近
辺
に
寄
宿
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
触
書
を
発
給

2
月
29
日

信
長
の
文
書
に
連
署
。
光
秀
の
名
前
が
文
書
と
し
て
現
れ
る
初
例

4
月

4
月

こ
の
頃
よ
り
、
秀
吉
ら
信
長
家
臣
と
と
も
に
京
都
の
政
治
に
関
与

こ
の
頃
、
東
寺
の
下
久
世
荘（
京
都
府
城
陽
市
）を
押
領

10
月
11
日

上
洛

10
月

17
日

岐
阜
城
へ
帰
城

永
禄
13
年

１
５
７
０

1
月

1
月

こ
の
年
、
長
子
の
十
五
郎
が
生
ま
れ
る

23
日
「
五
カ
条
の
条
書
」
で
義
昭
を
牽
制

23
日

条
書
の
宛
先
が
光
秀
と
朝
日
山
日
乗

2
月
25
日

上
洛
の
た
め
、
岐
阜
城
を
出
る

2
月

3
月
5
日

上
洛

3
月

4
月

4
月
10
日

義
昭
、
東
寺
八
幡
宮
領
山
城
下
久
世
荘
を
光
秀
に
与
え
る
。
管
理
を
め
ぐ
っ

て
東
寺
と
ト
ラ
ブ
ル
を
お
こ
す

▲ �多景島���多景島には航海安全を護る神が祀られていた。
現在は、日蓮宗見塔寺が島を護っている。

▲ �明智左馬之介供養塔���この塔には、湖水と共に生きた
数多の霊への供養の気持ちも込められている。

⑦



このプレビューでは表示されない頁があります。
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