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ご

ぷ

い

ち

こ

ま

る

武
生
市
五
分
市
町
の
通
称
「
小
丸
城
L

遺
跡
か
ら

出
土
し
た
丸
瓦
(
以
下
で
は
「
文
字
瓦
L

と
呼
ぶ
)

に
は
、
次
の
よ
う
な
文
字
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。

(
れ
)

此
書
物
、
後
世
ニ
御
ら
ん
し
ら
口
、
御
物
か
た
り

(
一
揖
)

可
有
候
。
然
者
五
月
廿
四
日
、
い
き
お
こ
り
、
其

ま
、
前
田
又
左
衛
門
尉
殿
、
い
き
千
人
は
か
り
、

い
け
と
り
さ
せ
ら
れ
候
也
。
御
せ
い
は
い
ハ
、
は

ツ
つ
け
、
か
ま
ニ
い
ら
れ
、
あ
ふ
ら
れ
候
哉
。
如

此
候
。
一
ふ
て
童
日
と
、
め
候
mw

こ
の
文
字
瓦
は
、
昭
和
七
年

(
一
九
三
二
)
に

泉

文
字
瓦
と
石
山
合
戦

「
小
丸
城
」
遺
跡
の
北
西
の
櫓
を
破
壊
し
て
、
工
場

用
地
造
成
の
た
め
の
土
砂
を
採
取
し
て
い
た
際
に
発

見
さ
れ
た
瓦
破
片
の
う
ち
の
も
の
で
、
出
土
地
点
や

そ
の
状
況
な
ど
か
ら
考
え
て
、
後
世
の
偽
造
物
と
考

え
る
に
は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
ゆ
文
面
に
は
、
「
五

月
廿
四
日
L

に
一
授
が
蜂
起
し
た
こ
と
、
「
前
田
又

左
衛
門
尉
殿
」

l
前
田
利
家
が
彼
ら
に
厳
し
く
成
敗

を
加
え
た
こ
と
な
ど
、
一
挨
弾
圧
に
関
す
る
迫
真
の

表
現
が
見
え
て
い
て
、
各
方
面
か
ら
注
目
を
浴
び
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
あ
い
に
く
と
、
そ
の
一

授
が
何
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
が
特
定
で
き
な
か
っ

た
た
め
に
も
利
用
に
は
若
干
の
鋳
踏
も
残
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
幸
い
に
い
ま
、
こ
れ
は
天
正
八
年
(
一

五
八

O
)
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

文字瓦の拓本
(武生市教育委員会文化振興諜提供)

の
で
、
以
下
に
そ
の
根
拠
な
ど
を
示
し
て
み
た
い
と

思
、
7
0

天
正
八
年
(
一
五
八

O
)
と
い
う
年
は
、
い
わ
ゆ

る
石
山
合
戦
の
最
末
期
に
当
た
っ
て
い
る
。
こ
の
年

間
三
月
ま
で
、
顕
如
光
佐
は
石
山
本
願
寺
に
箆
城
し

て
織
田
信
長
と
の
徹
底
抗
戦
を
叫
ぴ
、
諸
国
門
徒
を

糾
合
し
て
抵
抗
を
繰
り
広
げ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
信
長
が
着
々
と
勢
力
を
拡
大
す
る
に
伴
っ
て

本
願
寺
は
次
第
に
窮
地
に
追
込
ま
れ
、
つ
い
に
同
年

間
三
月
五
日
、
年
寄
衆
三
人
(
下
問
仲
之
・
同
頼

龍
・
同
頼
廉
)
が
連
署
し
て
和
議
の
誓
紙
を
作
成
す

る
に
至
り
、
顕
如
は
四
月
九
日
に
石
山
を
退
去
し
て
、

翌
十
日
に
紀
伊
雑
賀
に
到
着
し
た
の
で
あ
っ
た
吻

と
こ
ろ
が
、
こ
の
顕
如
の
和
議
・
開
城
の
決
定
に

従
わ
な
い
者
も
い
た
。
そ
の
代
表
が
嫡
子
の
教
知
光

寿
で
、
彼
は
あ
く
ま
で
も
信
長
と
抗
戦
す
る
こ
と
を

唱
え
て
諸
国
門
徒
に
椴
を
飛
ば
し
た
の
で
あ
る
吻
そ

の
う
ち
越
前
門
徒
宛
て
の
も
の
を
見
て
み
る
と
、
早

い
も
の
と
し
て
は
間
三
月
二
十
四
日
付
け
の
も
の
が

あ
り
、
雲
乗
寺
・
最
勝
寺
・
受
話
一
昌
寺
・
北
四
ツ
居
道

場
な
ど
に
宛
て
て
、
「
当
寺
信
長
と
一
和
之
儀
、
己

相
調
候
。
き
候
へ
ハ
彼
方
表
裏
眼
前
候
。
就
其
、
予
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四
十
巻
二
号

当
寺
可
相
拘
お
も
ひ
た
ち
候
寸
と
述
べ
て
い
る
。
次

い
で
五
月
品
川
日
に
至
っ
て
は
広
蓋
呈
子
に
宛
て
て
、

「
今
度
当
寺
す
で
に
可
相
果
処
に
、
予
以
覚
悟
、
無

異
儀
相
踏
候
。
・
:
(
中
略
)
・
:
此
刻
諸
国
門
徒
之
輩
、

予
一
味
同
心
に
当
寺
あ
ひ
っ
、
き
候
や
う
に
馳
走
候

ハ
¥
聖
人
へ
報
謝
併
可
為
満
足
候
寸
と
呼
び
掛

け
、
こ
れ
と
同
内
容
で
最
も
遅
い
も
の
が
、
七
月
二

日
付
け
の
も
の
(
宛
所
が
切
断
さ
れ
て
い
て
不
詳
で

あ
る
が
、
越
前
三
十
人
衆
ま
た
は
願
慶
寺
に
関
わ
る

個
人
宛
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
)
で
あ
る
吻

こ
の
よ
う
に
教
如
が
、
突
如
と
し
て
築
城
の
断
固

継
続
を
唱
え
た
こ
と
か
ら
、
箆
城
戦
は
き
ら
に
七
月

ま
で
の
四
ヶ
月
間
延
長
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
所
詮
、
信
長
軍
有
利
の
大
勢
を
覆
す

ま
で
に
は
至
ら
ず
、
八
月
二
日
に
至
っ
て
つ
い
に
教

如
も
退
去
せ
き
る
を
得
な
く
な
り
、
翌
三
日
に
雑
賀

に
到
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
石
山
合
戦
最
末
期
に
突
発
し
た
教
如

寵
城
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
本
願
寺
教

団
内
に
は
、
顕
如
に
従
っ
た
退
城
派
(
和
議
派
、
の

ち
の
西
派
)
と
、
教
如
に
従
っ
た
築
城
継
続
派
(
主

戦
派
、
の
ち
の
東
派
)
と
の
こ
派
が
生
じ
て
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
二
派
が
、
こ
れ
以
後
の
信
長
・
秀

士
口
・
家
康
と
い
う
政
治
権
力
者
の
変
動
に
と
も
な
っ

て
、
教
団
内
に
さ
ま
ざ
ま
な
波
紋
を
呼
び
起
こ
す
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。

一一
一

さ
て
、
教
如
の
呼
び
か
け
に
応
じ
た
越
前
の
門
徒

衆
に
は
、
ど
の
よ
う
な
者
が
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
か

つ
て
筆
者
が
行
っ
た
検
討
に
よ
れ
ば
、
末
応
寺
(
の

ち
の
浄
応
寺
)
教
、
~
や
広
善
寺
了
誓
一
噂
ま
た
最
勝
寺

専
了
と
こ
れ
に
従
う
穴
馬
八
ケ
村
の
門
徒
達
同
日
さ
ら

に
「
越
前
三
十
人
衆
寸
ら
が
、
教
如
の
呼
び
か
け
に

応
じ
て
石
山
本
願
寺
へ
集
結
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
こ
の
「
越
前
三
十
人
衆
」
と
は
吉
崎
御
坊

に
属
し
た
門
徒
と
考
え
ら
れ
、
朝
倉
義
景
と
本
願
寺

と
の
永
禄
十
年
(
一
五
六
七
)
の
和
睦
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
活
動
を
禁
圧
さ
れ
て
い
た
吉
崎
御
坊
は
、

一
旦
は
復
興
に
歩
み
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

し
か
し
天
正
三
年
(
一
五
七
五
)
の
織
回
信
長
に
よ

る
一
向
一
撲
制
圧
に
よ
っ
て
、
再
び
破
却
さ
れ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
三
十
人
衆
は

ま
ず
加
賀
金
沢
御
坊
へ
牢
々
し
た
も
の
の
ご
と
く
で

あ
り
、
さ
ら
に
天
正
八
年
の
教
如
の
龍
城
継
続
に
呼

応
し
て
、
は
る
か
石
山
へ
と
転
戦
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
金
沢
御
坊
に
は
、
こ
の
時
点
ま
で
一

按
勢
が
立
て
寵
も
っ
て
お
り
、
越
前
か
ら
侵
攻
す
る

柴
田
勝
家
軍
を
迎
え
撃
っ
て
、
し
ぶ
と
く
抵
抗
を
継

続
し
て
い
た
。
信
長
は
和
議
締
結
に
際
し
て
、
こ
の

金
沢
御
坊
の
同
時
制
圧
を
勝
家
に
指
示
す
る
と
と
も

に
、
開
城
し
た
場
合
に
は
直
ち
に
「
矢
留
」

1
停
戦

と
す
る
よ
う
命
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
金
沢
御
坊
の

制
圧
日
時
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
が
、
周
年
末

ま
で
に
は
実
現
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
そ
の
後
も
、
金
沢
御
坊
か
ら
脱
出
し
た
わ
ず
か
の

一
按
衆
は
、
さ
ら
に
白
山
麓
の
山
内
庄
に
移
動
し
、

天
正
十
年
(
一
五
八
二
)
ま
で
細
々
な
が
ら
も
抵
抗

を
継
続
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
で
あ
る
吻

か
く
の
ご
と
く
に
、
白
山
麓
の
若
干
の
門
徒
勢
を

例
外
と
す
れ
ば
、
石
山
本
願
寺
と
金
沢
御
坊
と
は
天

正
八
年
に
ほ
ぼ
同
時
に
信
長
軍
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
一
向
一
授
は
完
全
に

こ
の
時
点
で
終
息
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

固

と
こ
ろ
で
、
金
沢
御
坊
や
石
山
本
願
寺
の
龍
城
戦

に
、
越
前
か
ら
も
多
く
の
門
徒
衆
が
馳
せ
参
じ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
越
前
支
配
を

委
ね
ら
れ
て
い
た
柴
田
勝
家
(
た
だ
し
勝
家
自
身
は

加
賀
へ
出
陣
し
て
い
た
)
を
は
じ
め
と
す
る
信
長
配
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下
の
武
将
た
ち
は
、
地
元
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対

応
策
を
講
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
示
す

も
の
と
し
て
、
ま
ず
次
の
史
料
を
見
て
み
よ
う
。

以
上

其
辺
一
撲
於
成
其
催
者
、
急
度
可
有
御
注
進
候
。

人
数
遣
候
て
可
加
成
敗
候
。
随
而
其
方
門
下
吉
野

村
之
儀
、
勝
家
以
一
行
被
申
候
。
猶
以
忠
節
仕
候

様
ニ
可
被
仰
付
候
。
恐
々
謹
言
。

(

天

正

八

年

)

柴

源

左

五

月

十

二

日

勝

定

(

花

押

)

折
立

称

名

寺

⑪
御
同
宿
中

23 

お
り
た
て

右
の
折
立
称
名
寺
(
高
田
派
)
に
宛
て
ら
れ
た
柴

田
勝
定
書
状
に
よ
る
と
、
称
名
寺
の
近
辺
に
て
二
向

一
撲
が
蜂
起
す
る
事
態
が
察
知
さ
れ
た
な
ら
ば
、
軍

勢
を
派
遣
し
て
成
敗
を
加
え
る
か
ら
、
直
ち
に
注
進

す
る
こ
と
、
ま
た
称
名
寺
門
下
の
吉
野
村
に
つ
い
て

は
勝
家
の
一
行
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
た
の
で
、
忠
節

を
果
た
す
よ
う
命
ず
べ
し
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

年
次
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
を

踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
天
正
八
年
の
も
の
と
推

定
し
て
ま
ず
誤
り
あ
る
ま
い
。
か
つ
て
こ
の
称
名
寺

に
対
し
て
は
、
天
正
三
年
(
一
五
七
五
)
に
一
向
一

さ

ら

た

に

と

こ

ろ

だ

に

授
が
制
圧
さ
れ
た
際
に
、
近
隣
の
皿
谷
村
・
所
谷

泉

文
字
瓦
と
石
山
合
戦

か

ど

や

(

木

古

)

村
・
中
村
・
大
谷
村
・
箆
谷
村
・
け
う
し
村
・
山
中

あ
し
み

村
(
以
上
を
総
称
し
て
芦
見
谷
と
呼
ぶ
)
の
本
願
寺

門
徒
た
ち
が
、
金
森
長
近
の
指
示
に
基
づ
き
、
強
制

的
に
高
回
派
へ
転
派
さ
せ
ら
れ
て
配
属
さ
れ
る
と
い

う
経
緯
が
あ
っ
た
吻
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
門
徒
達
が
、

再
ぴ
本
願
寺
の
も
と
に
馳
せ
参
ず
る
可
能
性
は
十
分

に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
右
の
ご
と
く
に

勝
定
は
、
彼
ら
の
動
向
を
厳
し
く
監
視
す
る
よ
う
、

称
名
寺
に
対
し
て
命
じ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
撲
蜂
起
を
未
然
に
防
げ
な
か

っ
た
事
例
も
、
必
ず
や
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ

を
示
し
た
も
の
こ
そ
が
、
冒
頭
に
掲
載
し
た
文
字
瓦

の
記
述
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

天
正
八
年
五
月
二
十
四
日
に
「
小
丸
城
」
か
ら
府
中

に
か
け
て
の
地
域
で
一
撲
が
蜂
起
し
た
た
め
、
前
田

利
家
が
一
撲
衆
千
人
ば
か
り
を
生
け
捕
り
し
、
「
は

ツ
つ
け

L
I礁
に
し
て
槍
で
突
き
殺
し
た
り
、
「
か

ま
ニ
い
ら
れ
」

l
焼
け
た
釜
で
妙
り
殺
し
た
り
、

「
あ
ふ
ら
れ
候
」

l
火
で
熔
り
殺
し
た
り
し
た
、
と

言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
一
按
蜂
起
を
察
知
し

て
直
ち
に
鎮
圧
に
乗
り
出
し
、
見
せ
し
め
の
た
め
に

厳
罰
に
処
し
て
秩
序
の
維
持
を
図
ろ
う
と
努
め
る
、

前
田
利
家
な
ど
信
長
軍
の
様
相
が
描
写
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
字
瓦
の
製
作
者
を
一
捺
勢
の

一
味
と
想
定
し
て
、
こ
こ
に
は
恨
み
が
込
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
穿
っ
た
解
釈
を
行
う
向
き

も
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
解
釈
に
は
困
難

な
点
が
多
す
ぎ
る
。
と
一
言
う
の
は
、
も
し
そ
の
文
字

が
丸
瓦
の
裏
面
に
密
や
か
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
の

で
あ
れ
ば
、
か
か
る
可
能
性
も
あ
な
が
ち
な
い
と
は

言
え
な
い
が
、
実
際
に
は
表
側
に
堂
々
と
誇
ら
し
げ

に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
の
文

字
を
作
事
担
当
者
が
見
、
逃
し
た
と
い
う
幸
運
に
も
助

け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
歴
史
を
理
解
す
る

に
当
た
り
、
こ
う
し
た
偶
然
性
を
前
提
と
し
て
考
え

る
こ
と
は
厳
に
慎
む
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

五

最
後
に
本
稿
の
論
点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

石
山
合
戦
最
末
期
の
天
正
八
年
二
五
八

O
)
閏

三
月
、
顕
如
は
織
田
信
長
と
の
聞
で
和
議
を
締
結
し

て
、
四
月
九
日
に
石
山
を
退
去
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ

の
嫡
子
教
如
は
、
あ
く
ま
で
も
信
長
と
徹
底
抗
戦
す

る
こ
と
を
唱
え
て
諸
国
門
徒
に
搬
を
飛
ば
し
、
七
月

ま
で
龍
城
戦
を
継
続
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
所
詮
、
衆
寡
敵
せ
ず
、
八
月
二
日
に
は
つ
い
に
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四
十
巻
二
号

退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
間
に
教
如
が
発
し
た
越
前
門
徒
宛
て
の
椴
を

見
て
み
る
と
、
早
い
も
の
で
閏
三
月
二
十
四
日
付
け

が
あ
り
、
次
い
で
五
月
品
川
日
に
は
表
現
の
異
な
る
椴

が
作
成
さ
れ
、
そ
し
て
最
も
遅
い
も
の
と
し
て
七
月

一
一
日
付
け
の
も
の
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に

応
じ
て
石
山
に
馳
せ
参
じ
た
門
徒
衆
と
し
て
は
、
末

応
寺
(
の
ち
の
浄
応
寺
)
教
永
・
広
善
寺
了
誓
、
最

勝
寺
専
了
と
穴
馬
八
ケ
同
行
中
、
そ
し
て
越
前
三
十

人
衆
が
知
ら
れ
、
彼
ら
は
信
長
勢
の
監
視
を
く
ぐ
り

抜
け
て
蜂
起
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
不
運
に
も
察
知
さ
れ
て
捕
縛
・

処
刑
さ
れ
る
者
も
い
た
。
そ
の
状
況
を
迫
真
の
表
現

で
示
し
た
も
の
が
寸
文
字
瓦
」
な
の
で
あ
っ
て
、
天

正
八
年
五
月
二
十
四
日
に
府
中
近
辺
の
一
按
衆
が
蜂

起
し
た
の
で
、
前
回
利
家
勢
は
千
人
余
り
を
捕
ら
え
、

藤
・
釜
妙
り
・
火
熔
り
な
ど
の
処
罰
を
加
え
た
と
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
こ
れ
は
、
利
家
勢
が

凱
歌
を
奏
す
る
た
め
に
刻
み
込
ん
だ
も
の
と
す
べ
き

で
ふ
め
る
。

①注

寸
文
字
瓦
」

(
武
生
市
味
真
野
史
蹟
保
存
会
所
有

i

武
生
市
教
育
委
員
会
特
別
展
目
録
『
越
前
府
中
を
め
ぐ

る
戦
国
武
将
展
』
写
真
版
、
一
九
八
一
年
)
。
な
お
こ

の
他
に
文
字
瓦
は
も
う
一
点
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
「
こ

の
門
U
、
人
夫
、
ひ
ろ
せ
・
池
上
」
と
刻
み
込
ま
れ
て

い
る
。

②
文
字
瓦
の
真
贋
に
関
し
て
は
、
駒
井
鋼
之
助
氏
寸
一

向
一
授
と
一
夜
械
の
文
字
瓦
」
(
『
歴
史
読
本
』
一
九

七
六
年
八
月
号
)
の
偽
物
説
と
、
杉
浦
茂
氏
「
一
向
一

撲
文
字
瓦
に
つ
い
て
駒
井
氏
へ
の
反
論
|
」
(
『
月

刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
一
五
五
号
、
一
九
七
八
年

十
一
月
)
の
実
物
説
が
あ
る
。
偽
物
説
提
唱
の
根
底
に

は
、
年
次
比
定
の
不
確
実
感
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
、

本
論
の
こ
と
く
に
推
測
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
気
に
解
消

十
:
品
。

③
井
上
鋭
夫
氏
『
一
向
一
撲
の
研
究
』
第
七
章
四
節

(
古
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
)
で
は
、
天
正
四
年
の

も
の
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
が
、
論
拠
は
必
ず
し
も
示

さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

④
本
願
寺
史
料
研
究
所
編
纂
『
本
願
寺
史
』
第
一
巻
第

八
章
(
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、
一
九
六
一
年
)
。

拙
稿
「
教
如
龍
城
と
越
前
一
向
衆
」
(
福
井
県
立
武
生

高
等
学
校
『
武
高
評
論
』
第
一
五
号
、
一
九
八
四
年
)
。

な
お
教
如
の
寵
城
継
続
が
父
子
密
約
に
基
づ
く
と
の
説

に
は
、
無
理
な
点
が
あ
っ
て
成
立
し
難
い
。
詳
細
は
柏

原
祐
泉
氏
「
本
願
寺
教
団
の
東
西
分
裂
教
如
教
団
の

形
成
に
つ
い
て
」
(
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
一

八
集
、
一
九
六
五
年
)
。

⑤
教
如
は
同
年
閏
三
月
五
日
の
書
状
で
は
、
「
今
の
折

ふ
し
、
愛
元
城
々
あ
ひ
か
冶
へ
候
。
悦
入
候
。
ま
こ
と

に
当
寺
つ
益
き
候
事
も
、
各
懇
志
ゆ
へ
候
」
(
「
福
円

寺
文
書
」
第
一
号
『
福
井
県
史
』
資
料
編
四
・
中
近

世
二
)
と
述
べ
て
い
て
、
龍
城
継
続
の
意
思
を
全
く
表

明
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
以
後
の
時
点
で
彼
は
主
戦

派
に
同
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑥
「
雲
一
乗
寺
文
書
」
第
一
号
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編

七
-
中
近
世
五
)
、
「
最
勝
寺
文
章
一
回
L

第
四
号
(
『
福

井
県
史
』
資
料
編
七
・
中
近
世
五
)
。
な
お
「
受
誓
寺

文
書
L

.

「
北
四
ツ
居
道
場
文
書
」
は
、
と
も
に
『
越

前
若
狭
一
向
一
俊
関
係
資
料
集
成
』
に
よ
る
。

⑦
「
広
善
寺
文
書
」
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
・
中
世

史
料
補
遺
|
『
福
井
県
史
研
究
』
第
一

O
号
、
一
九
九

一
年
)
。

⑧
寸
願
慶
寺
文
書
」
第
七
号
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編

四
-
中
近
世
二
)
。

⑨
寸
浄
応
寺
文
書
」
浄
応
寺
縁
起
(
『
越
前
若
狭
一
向

一
授
関
係
資
料
集
成
』
)
。

⑬

1

広
善
寺
文
書
」
広
善
寺
略
縁
起
(
『
越
前
若
狭
一

向
一
授
関
係
資
料
集
成
』
)

0

⑪
寸
最
勝
寺
文
書
」
第
一
四
号
、
最
勝
寺
由
緒
書

(
『
大
野
市
史
』
社
寺
文
書
編
)
。

⑫
寸
願
慶
寺
文
書
」
第
二

i
七
号
。

⑬
井
上
氏
『
一
向
一
撲
の
研
究
』
第
七
章
四
節
。

⑪
「
格
名
寺
文
書
」
第
一
二
号
(
『
福
井
県
史
』
資
料

編
七
・
中
近
世
五
)
。

⑬
「
稽
名
寺
文
書
L

第
七
1
八
号
。
井
上
氏
『
一
向
一

撲
の
研
究
』
第
七
章
四
節
。
拙
稿
寸
越
前
一
向
一
撲
の

展
開
」
(
『
歴
史
評
論
』
第
三
五
六
号
、
一
九
七
九

年
)
。
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