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関
せきがはらこせんじょう

ヶ原古戦場（徳川家康最後の陣地）
（岐阜県大垣市） 

は
じ
め
に

慶
長
５
年（
１
６
０
０
）の
関
ヶ
原
合

戦
は
、
徳と
く
が
わ
い
え
や
す

川
家
康
に
と
っ
て
覇
権

確
立
へ
の
確
か
な
契
機
と
な
り
、
戦
国
乱

世
を
終
息
さ
せ
て
太
平
の
世
を
創
出
し
た

と
い
う
意
義
を
有
し
て
お
り
、
ま
さ
に
天

下
分
け
目
の
戦
い
で
し
た
。
同
合
戦
を
同

年
９
月
15
日
の
美み
の
の
く
に

濃
国
関
ヶ
原（
岐
阜
県
関

ケ
原
町
）で
の
大
合
戦
の
み
と
捉
え
ず
、
会

津
攻
め
か
ら
の
一
連
の
戦
い
と
考
え
れ
ば
、

那な
す
し
ゅ
う

須
衆（
那
須
氏
や
同
氏
の
目
下
の
同
盟

者
）も
同
合
戦
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
以
下
、
同
合

戦
に
お
け
る
那
須
衆
の
動
向
、
那
須
の
緊

張
に
つ
い
て
記
し
ま
す
。

１　

豊
臣
政
権
・
徳
川
氏
と
那
須
衆

文
禄
期（
１
５
９
２
～
１
５
９
６
）～

慶
長
初
期
の
頃
、
那
須
衆
は
、
当
主

や
そ
の
代
理
人
を
在
京
さ
せ
て
、
豊と
よ
と
み臣
政
権

に
出し
ゅ
っ
し仕

さ
せ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、彼
ら
は
、

天
正
18
年（
１
５
９
０
）の
小
田
原
攻
め
以

降
は
、
同
政
権
に
従
属
し
な
が
ら
、
関
東

入
り
し
た
徳
川
家
康
の
旗
本
に
も
な
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。

　

豊
臣
秀ひ
で
よ
し吉
は
、
慶
長
３
年（
１
５
９
８
）８

月
に
死
去
し
、
そ
の
後
の
主
導
権
争
い
を

制
し
た
の
は
、
家
康（
豊
臣
政
権
の
五ご
た
い
ろ
う

大
老

の
一
人
）で
し
た
。
同
年
正
月
、
秀
吉
に

よ
っ
て
転て
ん
ぽ
う封

と
な
り
、
若
松
城（
福
島
県
会

津
若
松
市
）を
居
城
と
し
て
い
た
上う
え
す
ぎ
か
げ
か
つ

杉
景
勝

（
１
２
０
万
石
、
五
大
老
の
一
人
）は
、
領

内
諸
城
の
修
築
を
進
め
る
な
ど
、
軍
事
力

強
化
に
余
念
が
な
く
、
大
坂
に
い
た
家
康

は
、
そ
う
し
た
情
報
を
入
手
し
て
い
ま
し

た
。
家
康
に
会
津
方
面
の
情
勢
に
つ
い
て

報
告
し
た
者
の
中
に
は
、
伊い
お
う
の

王
野
城
主
伊

王
野
資す
け
の
ぶ信（

那
須
衆
）も
入
っ
て
お
り
、
慶

長
５
年
５
月
３
日
、
資
信
は
、
家
康
か
ら

伊
王
野
方
面
の
守
備
を
命
ぜ
ら
れ
、
ま
も

な
く
自
ら
も
出
馬
す
る
旨
を
通
知
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

上
杉
景
勝
は
徳
川
家
康
か
ら
の
呼
び
出

し
に
応
じ
ず
、
こ
れ
は
慶
長
５
年
６
月
の

家
康
に
よ
る
会
津
攻
め
決
定
に
直
結
す
る

と
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。

　

慶
長
５
年
正
月
時
点
で
在
京
し
て
い
た

黒
羽
城
主
大お
お
ぜ
き
す
け
ま
す

関
資
増（
那
須
衆
）は
、
そ
の

後
大
坂
入
り
し
て
、
他
の
那
須
衆（
那
須

資す
け
か
げ景
・
大お
お
た
わ
ら
は
る
き
よ

田
原
晴
清
・
福ふ
く
わ
ら
す
け
や
す

原
資
保
ら
）と
共

に
大
坂
城
に
お
い
て
徳
川
氏
か
ら
上
杉
軍

へ
の
防
備
態
勢
を
と
る
べ
く
帰
国
せ
よ
と

の
命
令
を
受
け
ま
し
た
。

２　

会
津
攻
め
と
小
お
や
ま
ひ
ょ
う
じ
ょ
う

山
評
定

慶
長
５
年
９
月
15
日
の
関
ヶ
原
合
戦

に
至
る
軍
事
的
展
開
は
、
同
年
６
・

７
月
の
会
津
攻
め
か
ら
開
始
と
な
り
ま
す
。

会
津
攻
め
に
は
、
徳
川
譜ふ
だ
い代
の
武
将
の
他
、

主
に
畿き
な
い内
近
国
か
ら
東
海
道
筋
に
領
地
を

持
つ
外と
ざ
ま様

の
武
将（
豊
臣
系
諸
将
）も
従
軍

し
て
い
ま
し
た
。
家
康
は
６
月
16
日
、
総

大
将
と
し
て
全
軍
を
率
い
て
大
坂
城
を
発た

ち
、
景
勝
を
討
つ
べ
く
会
津
に
向
け
て
進

軍
し
ま
す
。
家
康
は
７
月
２
日
江
戸
に
入

り
、
豊
臣
系
諸
将
も
江
戸
に
集
結
。
そ
し

て
奥
羽
・
北
陸
の
大
名
に
も
会
津
攻
め
を

指
令
し
た
上
で
、
家
康
ら
本
隊
は
宇
都
宮

城
を
前
線
拠
点
と
し
て
、
白
河
口
か
ら
進

撃
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
。

　

７
月
13
日
に
は
、
徳
川
譜
代
の
榊
さ
か
き
ば
ら
や
す
ま
さ

原
康
政

（
上
野
国
館
林
10
万
石
）が
徳
川
軍
先
鋒
と

し
て
出
陣
し
、
同
15
日
大
田
原
に
着
陣
し
て

お
り
、
こ
こ
で
那
須
衆
は
い
ち
早
く
彼
ら

に
属
し
て
い
ま
す
。
７
月
22
日
に
は
、
宇

都
宮
城
に
徳
川
秀ひ
で
た
だ忠（
家
康
三
男
）が
着
陣
、

同
24
日
小
山
に
家
康
が
着
陣
と
な
り
ま
す
。

　

大
関
資
増
・
大
田
原
晴
清（
大
田
原
城

主
）・
伊
王
野
資
信
は
７
月
22
日
、
石
橋（
下

野
市
）ま
で
進
ん
で
秀
忠
に
拝は
い
え
つ謁
し
、
那
須

資
景（
福
原
城
主
）・
芦あ
し
の
ま
さ
や
す

野
政
泰（
芦
野
城

主
）・
福
原
資
保（
御
古
屋
敷
館
主
）は
同
日
、

白
沢（
宇
都
宮
市
）で
秀
忠
に
拝
謁
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
大
関
・
大
田
原
・
伊
王
野
諸

氏
は
24
日
、
小
山
に
家
康
を
訪
ね
拝
謁
し

て
お
り
、
上
杉
軍
に
対
す
る
防
備
を
改
め

て
命
令
さ
れ
、
刀
や
金き
ん
す子
を
与
え
ら
れ
て
、

各
自
の
城
に
帰
り
ま
す（
那
須
資
景
も
、
家

康
の
許も
と

を
訪
れ
た
よ
う
で
す
）。

小山評定の真実を物語る浅野幸長書状

慶
長
５
年
、
那
須
の
緊
張

特
集
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家
康
は
、
７
月
21
日
の
江
戸
出
発
前
後

に
上か
み
が
た方

で
の
石い
し
だ
み
つ
な
り

田
三
成
ら
の
決
起
情
報
を

得
て
お
り
、
早
く
も
会
津
攻
め
の
中
止
と

西せ
い
じ
ょ
う
上
、
す
な
わ
ち
石
田
氏
ら（
西
軍
）と
の

決
戦
の
意
志
を
固
め
、
23
日
に
は
そ
う
し

た
態
度
を
表
明
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
方

策
に
つ
い
て
25
日
に
小
山
で
諸
将
と
合
意

を
形
成
し
た
上
で
、
最
終
的
に
決
定
し
て

い
ま
す
。

　

会
津
方
面
に
対
す
る
防
備
の
た
め
、
徳

川
秀
忠
と
結ゆ
う
き
ひ
で
や
す

城
秀
康（
家
康
二
男
、
下
し
も
う
さ
の
く
に

総
国

結
城
10
万
千
石
）が
宇
都
宮
城
本
丸
に
配
さ

れ
、
徳
川
諸
将
や
下
野
諸
大
名
・
奥
羽
諸

大
名
に
よ
っ
て
上
杉
軍
を
包
囲
し
、
そ
の

南
下
を
阻
止
す
る
こ
と
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　

浅あ
さ
の
な
が
ま
さ

野
長
政（
五ご
ぶ
ぎ
ょ
う

奉
行
の
一
人
）の
子
、
浅

野
幸よ
し
な
が長
は
、
徳
川
方
に
よ
る
改
め
て
の
会

津
攻
め
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
で
黒

羽
城
の
防
備
態
勢
を
強
化
さ
せ
よ
う
と
意

図
し
、
大
関
資
増
宛
て
の
７
月
29
日
付
書

状
に
よ
り
、
会
津
攻
め
が「
御ご
え
ん
い
ん

延
引
」（
延
期
）

に
な
っ
た
と
通
知
し
て
い
ま
す
。

３
　
大
田
原
城
と
黒
羽
城
の
防
備
態
勢

奥
州
と
の
境
目
に
位
置
す
る
重
要
な
要

害
と
し
て
は
、
芦
野
城
・
伊
王
野

城
・
大
田
原
城
・
黒
羽
城
・
烏
山
城（
城
主

成な
り
た
や
す
た
か

田
泰
喬
）が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
内
、
前

二
者
は
対
上
杉
の
前
哨
、
後
三
者
は
主
た

る
防
御
拠
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

　

当
初
徳
川
氏
は
、
６
月
な
い
し
７
月
中

旬
頃
ま
で
の
段
階
で
は
、
会
津
攻
め
の
前

線
拠
点
を
宇
都
宮
城
か
ら
順
次
大
田
原
・

黒
羽
両
城
に
移
し
、
前
者
に
家
康
、
後
者

に
秀
忠
が
入
城
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い

た
こ
と
が
窺
う
か
が
え
ま
す
。

　

奥
州
境
の
情
勢
に
つ
い
て
徳
川
秀
忠
に

報
告
し
て
い
た
大
田
原
晴
清
は
、
６
月
22
日

付
秀
忠
書
状
を
受
け
て
、
奥
州
方
面
へ
の

人
々
の
通
行
を
禁
止
す
べ
き
こ
と
を
要
請

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
月
に
は
、
大

田
原
城
を
修
築
す
る
た
め
石い
し
か
わ
し
げ
つ
ぐ

川
重
次（
徳
川

●
出
仕
…
政
権
所
在
地
に
出
向
い
て
政
権
に

仕
え
る
こ
と
。

●
転
封
…
権
力
者
の
命
令
で
本
拠
や
領
地
を

他
に
移
す
こ
と
。

●
徳
川
譜
代
…
徳
川
家
康
直
属
の
家
臣
。

●
外
様
…
関
ヶ
原
の
戦
い
前
後
に
新
し
く
徳

川
氏
の
支
配
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
大
名

の
こ
と
。

●
畿
内
…
京
都
に
近
い
国
々
。

●
拝
謁
…
身
分
の
高
い
方
に
面
会
す
る
こ
と
。

黒羽城跡（本丸と南側の三の丸の間の堀跡）

本丸

南側の
三の丸

堀跡

黒羽城跡

用
語
解
説

譜
代
の
家
臣
）・
内な
い
と
う
た
だ
き
よ

藤
忠
清（
同
）が
奉
行
と

し
て
遣
わ
さ
れ
、
援
軍
と
し
て
皆み
な
が
わ
ひ
ろ
て
る

川
広
照

（
下
野
国
皆
川
１
万
３
千
石
）・
皆
川
隆た
か
つ
ね庸

（
広
照
の
子
）・
服は
っ
と
り
は
ん
ぞ
う
ま
さ
な
り

部
半
蔵
正
就（
５
千
石
、

伊
賀
同
心
の
頭
）が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
７

月
末
に
は
、
徳
川
氏
の
命
に
よ
り
、
那
須

資
景
・
福
原
資
保
・
伊
王
野
資す
け
と
も友（
資
信
の

子
）・
岡お
か
も
と
よ
し
や
す

本
義
保
・
大
田
原
増ま
す
き
よ清（
晴
清
の
弟
）

ら
那
須
衆
が
同
城
の
守
備
に
加
わ
っ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
同
城
に
対
し
て
は
、
徳

川
氏
か
ら
鉄
砲
10
挺
が
預
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

大田原城跡
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黒
羽
城
に
も
修
築
の
手
が
加
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
と
な
り
、
６
月
、
榊
原
康
政
家
臣

伊い

な

も

ん

ど

奈
主
水
が
奉
行
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
防

御
能
力
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
、

新
た
に
四
つ
の
門
が
建こ
ん
り
ゅ
う立
と
な
り
、
そ
の

内
の
黒
門
は
、
城
の
大
手
門
と
い
う
性
格

を
有
す
る
入い
り
も
や

母
屋
屋
根
の
櫓
や
ぐ
ら

門
で
、
秀
忠

本
陣
と
し
て
の
格
式
が
整
え
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

黒
羽
城
へ
の
援
軍
と
し
て
は
、
岡お
か
べ
な
が
も
り

部
長
盛

（
下
総
国
山
崎
１
万
２
千
石
）が
本
丸
、
服

部
保や
す
ひ
で英（
下
総
国
内
３
百
石
、
伊
賀
同
心
の

頭
）が
二
の
丸
に
配
さ
れ
、
城
主
大
関
資
増

は
千せ
ん
ぼ
ん
よ
し
さ
だ

本
義
貞（
那
須
衆
）と
共
に
三
の
丸
に

籠
城
。
同
城
に
対
し
て
も
、
徳
川
氏
か
ら

鉄
砲
15
挺
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

水み
ず
の
や
か
つ
と
し

谷
勝
俊（
常
陸
国
下
館
２
万
５
千
石
）

は
、
初
め
黒
羽
城
に
加
勢
と
し
て
入
城
し

た
よ
う
で
す
が
、
後
に
大
田
原
城
の
皆
川

広
照
と
共
に
鍋
掛（
那
須
塩
原
市
）の
要
害

に
前
進
配
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
成
田
泰
喬

も
、
烏
山
城
を
守
り
つ
つ
、
鍋
掛
要
害
に

も
配
備
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

４　

徳
川
氏
へ
の
忠
誠
表
明
と
情
報
収

集
活
動

那
須
衆
は
、
徳
川
氏
へ
の
忠
誠
を
表
明

す
る
た
め
、８
月
１
日
～
11
日
頃
に
、

自
身
の
母
・
妻
や
一
族
・
家
臣
、
あ
る
い

は
一
族
・
家
臣
の
妻
・
娘
と
い
っ
た
か
け

が
え
の
な
い
人
た
ち
を
江
戸
城
に
人
質
と

し
て
送
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
人
質
た
ち
の

生
活
に
つ
い
て
は
、
徳
川
方
か
ら
相
応
の

配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

後
に
大
関
氏
が
幕
府
に
提
出
し
た
史
料
か

ら
は
、
彼
ら
が
翌
慶
長
６
年（
１
６
０
１
）

に
国く
に
も
と許
へ
の
帰
国
を
許
さ
れ
た
こ
と
が
判

明
し
ま
す
。

　

こ
の
時
期
、
黒
羽
城
は
上
杉
領
に
つ
い
て

の
情
報
収
集
所
と
い
う
性
格
を
担
っ
て
お

り
、
同
城
に
は
伊
賀
・
甲
賀
の
同
心
も
入

城
し
て
い
ま
し
た
。
黒
羽
城
か
ら
は
白
河

方
面
へ
密
偵
が
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
大
関

資
増
も
伊だ
て
ま
さ
む
ね

達
政
宗
家
臣
鈴す
ず
き
し
げ
の
ぶ

木
重
信
に
書
状

を
送
り
、
上
方
へ
宿し
ゅ
く
ろ
う老
の
松ま
つ
も
と
そ
う
ざ
え
も
ん

本
惣
左
衛
門

を
派
遣
す
る
な
ど
し
て
、
情
報
収
集
に
尽

力
し
て
い
ま
し
た
。

　

関
ヶ
原
合
戦（
９
月
15
日
）で
の
東
軍（
徳

川
方
）勝
利
の
事
実
を
那
須
衆
に
伝
え
た
第

一
報
は
、
大
関
資
増
宛
て
の
９
月
19
日
付

浅
野
長
政
書
状
で
、
こ
れ
は
９
月
中
に
は

資
増
の
許
に
届
い
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

大
関
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
上
方
方
面
に
関

す
る
入
手
情
報
を
他
の
那
須
衆
や
成
田
氏

（
烏
山
城
主
）ら
に
伝
達
・
周
知
化
し
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
大
関
氏
は
、

情
報
収
集
に
努
め
る
こ
と
で
、
自
ら
が
身

を
置
い
て
い
る
危
機
的
な
局
面
を
打
開
し
、

活
路
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

５　

関せ
き
さ
ん山
合
戦
と
そ
の
後

関
ヶ
原
合
戦
に
連
動
す
る
形
で
、
全
国

的
に
戦
闘
が
起
こ
っ
て
お
り
、
那
須

地
域
周
辺
に
お
い
て
も
、
小
規
模
な
が
ら

軍
事
衝
突
が
起
こ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

９
月
14
日
か
ら
翌
日
に
か
け
て
、
関
山（
福

島
県
白
河
市
）お
よ
び
そ
の
周
辺
で
上
杉
軍

の
一
派
と
伊
王
野
勢
と
の
間
で
合
戦
と
な

り
、
伊
王
野
勢
は
39
名
の
犠
牲
を
出
し
つ

つ
も
、
上
杉
勢
を
撃
退
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
上
杉
勢
侵
攻
の
報
に
接
し
た

大
田
原
・
黒
羽
両
城
で
は
、
後ご
づ
め詰（
後こ
う
じ
ん陣
）

の
手
配
を
行
う
も
、
戦
闘
は
拡
大
せ
ず
に

終
息
し
ま
し
た
。

　

大
関
資
増
は
９
月
14
日
ま
で
に
、
８
月

21
日
か
ら
の
東
軍
先
発
隊
に
よ
る
岐
阜
城

攻
略
戦
に
つ
い
て
の
一
定
程
度
の
情
報（
東

軍
有
利
の
情
報
）を
入
手
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
伊
王
野
氏
は
、
大

関
氏
経
由
で
同
様
の
情
報
を
得
た
上
で
、

最も
が
み上

氏（
山
形
方
面
）攻
め
を
開
始
し
た
上

杉
氏
の
背
後
を
牽
制
す
る
べ
く
、
関
山
合

戦
に
臨
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

　

関
山
合
戦
終
息
後
も
、
上
杉
氏
重
臣

直な
お
え
か
ね
つ
ぐ

江
兼
続
が
関
東
方
面
に
軍
事
行
動
を

起
こ
す
と
の
風
説
も
あ
り
、
結
城
秀
康
・

蒲が
も
う
ひ
で
ゆ
き

生
秀
行（
宇
都
宮
城
主
）・
那
須
衆
ら
は
、

昼
夜
の
な
い
防
備
態
勢
を
と
り
続
け
ま
し

た
。
那
須
衆
は
こ
の
間
、
上
方
に
使
者
を
派

遣
し
た
り
、
書
状
を
送
付
す
る
な
ど
し
て
、

徳
川
方
と
音
信
を
通
じ
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
、
慶
長
６
年（
１
６
０
１
）５

月
に
は
、
黒
羽
城
に
対
し
て
徳
川
方
に
よ

る
関
山
な
い
し
白
河
方
面
へ
の
改
め
て
の

軍
事
行
動
が
予
告
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り

ま
し
た
。
い
ま
だ
那
須
地
域
は
、
上
杉
軍

と
の
間
で
軍
事
的
緊
張
状
態
に
あ
っ
た
の

で
す
。

　

那
須
衆
と
上
杉
軍
と
の
対
陣
が
続
く
中
、

一
方
で
は
、
慶
長
５
年
10
月
下
旬
か
ら
始

ま
っ
て
い
た
上
杉
氏
と
徳
川
氏
と
の
和
睦

交
渉
が
続
い
て
お
り
、
翌
６
年
６
月
に
は

和
睦
が
成
立
し
ま
す
。

伊王野城跡
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●
要
害
…
敵
を
防
ぐ
た
め
の
拠
点
と
な
る
、

城
郭
な
ど
の
施
設
。

●
国
許
…
生
ま
れ
た
土
地
、
故
郷
。

●
減
封
…
領
地
の
一
部
を
削
減
す
る
こ
と
。

●
改
易
…
領
地
な
ど
を
没
収
す
る
こ
と
。

●
加
増
…
領
地
な
ど
を
増
加
す
る
こ
と
。

●
論
功
行
賞
…
功
績
の
大
小
を
調
べ
て
、

そ
れ
に
応
じ
て
ふ
さ
わ
し
い
賞
を
与
え

る
こ
と
。

　

７
月
、
上
杉
景
勝
は
直
江
兼
続
と
共
に

京
都
へ
向
か
い
、
８
月
に
は
伏
見
城
で
家

康
に
拝
謁
し
、
上
杉
氏
の
米
沢（
山
形
県
米

沢
市
）へ
の
転
封
お
よ
び
30
万
石
へ
の
減げ
ん
ぽ
う封

が
決
定
し
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
、
慶
長
６
年
７
月
、
大
田
原
・

黒
羽
両
城
に
入
っ
て
い
た
援
軍
が
退
去
し

ま
し
た
。
彼
ら
の
退
去
を
待
っ
て
、
那
須

地
域
の
軍
事
的
緊
張
状
態
は
、
解
消
さ
れ

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
す
。

６
　
論
ろ
ん
こ
う
こ
う
し
ょ
う

功
行
賞

関
ヶ
原
合
戦
以
前
と
同
様
、
大
坂
城

西
の
丸
を
本
拠
と
し
た
徳
川
家
康

は
、
諸
将
に
対
す
る
戦
後
処
理
・
論
功
行

賞
を
逐
次
発
表
し
て
い
き
ま
し
た
。
西
軍

に
加
担
し
た
諸
大
名
か
ら
の
没
収
総
石
高

は
、
改か
い
え
き易

・
減
封
を
合
わ
せ
て
６
２
４
万

石
余
、
豊
臣
蔵く
ら
い
り
ち

入
地
の
削
減
分
も
含
め
る

と
約
７
８
０
万
石
と
な
り
、
全
国
総
石
高

の
約
40
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
豊
臣
系
諸
将
へ
の
大
幅
な
加

増
と
徳
川
陣
営
の
防
衛
体
制
強
化
に
活
か

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

大
関
氏
宿
老
松
本
惣
左
衛
門
が
入
手
し

た
大
関
資
増
宛
て
の
、
慶
長
５
年
と
考
え

ら
れ
る
10
月
晦み
そ
か日

付
久く
し
ろ
か
げ
は
る

代
景
備
書
状
に

は
、
毛も
う
り
て
る
も
と

利
輝
元
・
福ふ
く
し
ま
ま
さ
の
り

島
正
則
・
細ほ
そ
か
わ
た
だ
お
き

川
忠
興
・

山や
ま
う
ち
か
ず
と
よ

内
一
豊
・
島し
ま
づ
よ
し
ひ
ろ

津
義
弘
・
前ま
え
だ
と
し
な
が

田
利
長
・

堀ほ
り
お
た
だ
う
じ

尾
忠
氏
へ
の
処
遇
・
論
功
行
賞
に
つ
い

て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
長ち
ょ
う
そ
か
べ
も
り
ち
か

宗
我
部
盛
親
が

関
ヶ
原
合
戦
後
の
土
佐（
高
知
県
）に
帰
国

後
、
慶
長
５
年
10
月
下
旬
ま
で
東
軍
方
に

対
し
て
強
硬
な
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
た
こ

と
に
よ
り
、
土
佐
は
い
ま
だ
山
内
一
豊
へ

与
え
ら
れ
る
状
況
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、

本
書
状
か
ら
は
、
こ
の
時
点
で
徳
川
氏
が

一
豊
に
伊い

よ予（
愛
媛
県
）を
与
え
る
こ
と
を

検
討
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。

　

那
須
衆
に
対
す
る
論
功
行
賞
は
、
慶
長

５
年
お
よ
び
同
７
年
の
２
度
に
わ
た
っ
て

行
わ
れ
、
加
増
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
加
増
は
、
徳
川
家
康
の
命
に
よ
り
、

本ほ
ん
だ
ま
さ
の
ぶ

多
正
信
・
大お
お
く
ぼ
た
だ
ち
か

久
保
忠
隣
の
名
前
を
も
っ

て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
慶
長

５
年
の
給
付
は
、
上
杉
軍
の
押
さ
え
と
い

う
働
き
を
す
る
に
当
た
っ
て
の
当
座
の
配

当
で
あ
り
、
同
７
年
の
給
付
に
比
し
て
少

額
で
し
た
。
慶
長
７
年
の
給
付
は
、
那
須

衆
か
ら
の
人
質
差
し
出
し
も
勘
案
し
た
上

で
の
、
有
力
家
臣
も
対
象
と
し
た
本
格
的

な
加
増
と
な
り
、
本
多
正
信
・
大
久
保
忠

隣
の
連
名
で
大
田
原
晴
清
・
大
関
資
増
宛

て
に
、「
那
須
衆
知ち
ぎ
ょ
う
だ
か
お
ぼ
え

行
高
覚
」と
題
さ
れ
た

覚
書
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
那
須
衆
に

は
那
須
郡
・
芳
賀
郡（
宇
都
宮
領
他
）・
陸

奥
国
白
川
郡（
岩
城
領
）内
な
ど
で
所
領
が

給
付
さ
れ
、
那
須
資
景
は
１
万
４
千
石
余
、

大
田
原
晴
清
は
１
万
２
千
４
百
石
余
、
大

関
資
増
は
１
万
９
千
２
百
石
、
福
原
資
保

は
４
千
４
百
石
な
ど
と
な
り
ま
し
た（
最
終

的
な
石
高
に
つ
い
て
は
、
後
に
変
化
が
あ

り
ま
す
）。

お
わ
り
に

こ
の
時
の
論
功
行
賞
は
、
基
本
的
に
幕

藩
体
制
下
で
の
那
須
衆
の
政
治
的

地
位
を
決
定
付
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

大
関
・
大
田
原
・
那
須
の
３
家（
後
に
２
家
）

が
大
名
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
の
に
対

し
、
福
原
・
芦
野
・
千
本
・
伊
王
野
・
岡
本
・

大
田
原（
増
清
）・
千
本（
資す
け
か
つ勝
）の
７
家（
後

に
４
家
）は
、
旗
本（
交こ
う
た
い
よ
り
あ
い

代
寄
合
）と
な
り
ま

す
。

　

そ
の
内
の
大
関
・
大
田
原
両
氏
は
、
関

東
の
外
様
大
名
と
し
て
は
珍
し
く
、
江
戸

時
代
を
通
じ
て
改
易
・
転
封
を
経
験
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
要
因

と
し
て
は
、
関
ヶ
原
合
戦
の
際
の
働
き
が

評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
こ
の
時
期
に

徳
川
氏
と
の
間
で
密
接
な
関
係
を
築
い
て

い
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

用
語
解
説
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