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菊地俊朗氏による講演のひとコマ

当日の参加者は約80名｡会場では時折熱,こ高こメモを取る方の姿も見られました

語
意
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た

市
立
大
町
山
岳
博
物
館

当
館
で
は
去
る
三
月
十
一
日
に
企
画
展
開
催
記
念
･
友
の
会

総
会
記
念
講
演
会
｢
嘉
門
次
､
晶
右
衛
円
､
喜
作
登
場
の
背
景
｣

(
主
催
‥
市
立
大
町
山
岳
博
物
館
､
大
町
山
岳
博
物
館
友
の
会
､

会
場
‥
当
館
講
堂
を
開
催
し
ま
し
た
｡
こ
の
講
演
会
は
､
当

館
の
辛
成
十
八
年
度
企
画
展
｢
北
ア
ル
プ
ス
　
両
人
(
や
ま
う

ど
)
た
ち
の
系
譜
-
嘉
門
次
､
麻
布
衛
門
､
喜
作
登
場
の
背

景
⊥
　
(
会
期
‥
平
成
十
九
年
一
月
二
十
七
日
～
三
月
二
十
五

日
)
　
の
開
催
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
､
毎
年
こ
の

時
期
に
行
な
っ
て
い
る
当
館
友
の
会
総
会
に
お
け
る
記
念
講
演

会
を
兼
ね
た
も
の
で
し
た
｡

講
師
に
松
本
市
在
住
の
山
岳
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
･
菊
地
俊
朗

氏
を
お
招
き
し
､
北
ア
ル
プ
ス
の
山
人
で
あ
っ
た
上
條
嘉
門
次
､

遠
山
晶
有
衛
門
､
小
林
喜
作
が
､
国
内
の
近
代
登
山
史
に
登
場

す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
､
当
時
の
社
会
･
経
済
状

況
な
ど
と
い
っ
た
時
代
的
背
景
を
含
め
て
解
説
い
た
だ
き
､
か

れ
､
三
一
人
の
実
像
に
つ
い
て
迫
り
ま
し
た
｡

当
日
は
久
々
に
雷
が
積
も
り
､
朝
方
ま
で
雪
が
舞
う
空
模
様

で
し
た
が
､
口
中
は
晴
れ
､
基
因
外
か
ら
約
八
〇
名
の
参
加
者

が
あ
り
ま
し
た
｡

参
加
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
は
需
用
の
歴
史
を
見
る
お

も
し
ろ
さ
を
再
確
認
し
た
｣
､
｢
山
人
の
背
景
が
多
知
的
に
語
ら

れ
認
識
で
き
た
｣
､
｢
触
白
の
視
点
に
立
っ
た
三
人
の
人
物
評
は

お
も
し
ろ
か
っ
た
｣
､
｢
三
人
に
関
し
て
)
大
系
的
な
歴
史
的

な
文
献
が
な
い
に
も
関
ら
ず
､
詳
細
な
調
べ
を
分
か
り
易
-
請

演
さ
れ
て
大
変
興
味
深
か
っ
た
｣
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
､

好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
当
館
で
は
今
後
も
､
北
ア
ル
プ
ス

の
登
山
史
に
関
し
て
､
こ
う
し
た
催
し
や
企
画
展
を
積
極
的
に

展
開
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

(
学
芸
員
･
関
　
悟
志
)
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ザ
ラ
,
針
ノ
木
越
え
の
検
証
(
一
)

小

　

林

　

茂

　

喜

戦
国
時
代
の
未
､
天
正
年
間
に
､
佐
々
成
政
が
ザ

ラ
峠
･
針
ノ
木
峠
を
越
え
て
浜
松
に
至
り
､
家
康
と

会
っ
た
と
い
う
こ
と
は
戦
国
史
を
彩
る
一
大
壮
挙
と

さ
れ
て
い
ま
す
｡
各
地
に
そ
れ
に
関
わ
る
伝
承
が
残

り
､
江
戸
時
代
の
様
々
な
記
録
類
に
も
そ
の
伝
承
が

蒐
集
さ
れ
て
い
ま
す
｡

成
政
は
､
秀
吉
よ
り
早
く
か
ち
信
長
の
家
来
で
あ

り
､
信
長
の
親
衛
隊
(
黒
母
衣
衆
)
長
と
し
て
数
々

の
戦
い
で
活
躍
し
ま
し
た
が
､
後
に
信
雄
(
信
長
二

寡
)
を
授
け
て
秀
吉
と
対
立
し
､
最
後
は
肥
後
の
国

一
揆
の
責
任
を
取
ら
さ
れ
て
摂
津
尼
崎
で
切
腹
さ
せ

ら
れ
た
｢
悲
運
の
名
将
｣
と
い
わ
れ
て
い
る
人
物
で
す
｡

秀
吉
で
さ
え
｢
大
勇
士
｣
と
称
え
､
秀
吉
が
そ
の

武
略
を
恐
れ
た
た
め
に
一
揆
に
か
こ
つ
け
て
始
末
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
､
そ
う
い
う
人
物
で
あ
る

だ
け
に
､
ザ
ラ
･
針
ノ
木
越
え
は
戦
国
名
将
の
大
冒

険
と
し
て
､
古
-
か
ら
多
く
の
人
々
に
史
実
と
信
じ

ら
れ
て
き
ま
し
た
｡

し
か
し
､
一
方
に
は
､
ザ
ラ
峠
･
針
ノ
木
峠
の
地

形
や
旧
暦
十
一
月
(
新
暦
十
二
月
)
下
旬
と
い
う
時

期
か
･
ら
､
ザ
ラ
･
針
ノ
木
と
い
う
二
つ
の
峠
を
越
え

る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
人
々
も
昔

か
ら
少
な
-
あ
り
ま
せ
ん
｡
私
の
印
象
で
は
､
ど
ち

ち
か
と
い
え
ば
歴
史
愛
好
家
は
こ
れ
を
史
実
と
考
え

る
人
が
多
-
､
登
山
家
に
は
､
お
話
に
近
い
と
考
え

る
人
が
多
い
よ
う
で
す
｡
後
で
詳
し
く
見
る
こ
と
に

し
ま
す
が
､
登
山
の
プ
ロ
が
難
し
い
と
感
じ
る
こ
と

に
は
､
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本
質
的
な
問

題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
｡

ク
リ
ス
マ
ス
か
ら
年
末
に
か
け
て
の
こ
の
時
期
は
､

毎
年
気
象
が
崩
れ
､
大
雪
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
も
珍

し
く
な
い
こ
と
は
､
地
元
の
人
な
ら
ば
よ
く
知
る
と

こ
ろ
で
す
｡
雪
崩
の
殆
ど
は
降
雪
中
や
直
後
に
起
こ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
両
峠
は
､
峠
と
は
い
う
も

の
の
､
壁
の
よ
う
に
そ
び
え
る
山
岳
地
帯
の
､
ほ
ん

の
わ
ず
か
な
鞍
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
｡
周
辺
は
､
真
冬

に
は
｢
雪
崩
の
巣
｣
と
呼
ば
れ
る
雪
崩
の
常
襲
地
帯

で
あ
り
､
夏
で
も
わ
ず
か
な
高
山
植
物
や
ハ
イ
松
が

あ
る
だ
け
の
場
所
で
す
｡
私
も
､
針
ノ
木
峠
に
は
何

回
と
な
く
登
っ
て
い
ま
す
し
､
ザ
ラ
峠
に
も
三
度
足

を
運
び
ま
し
た
｡
こ
う
い
う
峠
を
､
真
冬
に
､
一
説

に
よ
れ
ば
百
人
近
い
集
団
が
無
事
に
往
復
で
き
た
と

は
､
ち
ょ
っ
と
信
じ
ち
れ
な
い
こ
と
で
す
｡
水
量
の

多
い
黒
部
川
を
､
真
冬
に
ど
う
渡
渉
し
た
か
も
大
き

な
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
す
｡

と
こ
ろ
で
､
家
康
の
側
近
に
松
平
家
忠
と
い
う
人

が
い
ま
す
｡
こ
の
人
が
書
き
残
し
た
｢
家
忠
日
記
｣

に
は
､
十
二
月
二
十
五
日
に
｢
佐
々
蔵
助
｣
　
が
浜

松
に
や
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
｡
で
す
か
,
ち
､
成
政
が
天
正
十
二
年
の

十
二
月
二
十
五
日
に
浜
松
に
や
っ
て
来
た
こ
と
は
間

違
い
の
な
い
事
実
だ
と
思
わ
れ
ま
す
｡
当
時
､
成
政

は
背
後
か
ら
越
後
の
上
杉
に
攻
め
ら
れ
､
前
田
利
家

と
も
対
立
し
て
国
境
で
戦
っ
て
い
ま
し
た
｡
そ
ん
な

と
き
に
浜
松
に
い
る
家
康
に
会
い
に
行
-
の
は
大
変

危
険
な
行
為
で
す
｡
ど
こ
を
ど
う
通
る
か
成
政
も
考

え
に
考
え
た
に
ち
か
い
あ
り
ま
せ
ん
｡
敵
地
を
ま
っ

た
-
通
ら
な
い
と
す
れ
ば
ザ
ラ
峠
越
え
し
か
あ
り
ま

せ
ん
｡
や
は
り
､
成
政
は
ザ
ラ
峠
･
針
ノ
木
峠
を
越

え
て
浜
松
へ
至
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
も
し
越
え
な

か
っ
た
と
し
た
ら
､
他
に
浜
松
へ
行
く
道
筋
な
ど
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
｡
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
､
事
実

を
明
ち
か
に
し
な
が
ち
検
証
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
｡一

ザ
ラ
越
え
を
伝
え
る
史
料
や
記
録
類

成
政
の
ザ
ラ
･
針
ノ
木
越
え
に
関
わ
る
史
料
･
記

録
類
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
｡
そ
の
主
な
も
の
を
年

代
順
に
掲
げ
る
と
【
表
l
】
　
の
よ
う
に
な
り
ま
す
｡

こ
れ
ち
か
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い

て
ま
ず
考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
｡

こ
れ
主
の
う
ち
､
そ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
人
が

自
分
の
こ
と
や
周
囲
の
こ
と
を
直
接
に
書
き
記
し
た

も
の
は
家
忠
日
記
で
す
｡
勿
論
こ
れ
は
､
ザ
ラ
･
針

ノ
木
越
え
を
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
,
ら
､
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
最
も
信
頼

で
き
る
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
｡
当
代
記
も
そ
れ
に

近
い
史
料
で
す
が
､
伝
聞
も
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
､

そ
の
分
割
り
引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡

武
功
夜
話
は
､
後
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
､
織
田

信
雄
に
仕
え
た
長
兄
､
秀
吉
に
仕
え
た
次
兄
､
そ
し

て
佐
々
成
政
に
仕
え
た
末
弟
の
前
野
三
兄
弟
の
事
跡

を
中
心
に
､
時
代
の
出
来
事
を
記
し
た
も
の
で
｢
語

り
｣
や
｢
言
い
伝
え
｣
　
の
性
格
の
強
い
も
の
で
す
か
､

そ
れ
ぞ
れ
の
手
控
え
(
メ
モ
類
一
や
書
簡
等
を
下
敷

き
に
か
か
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
､
当
事
者
し
か
知
り

え
な
い
当
時
の
重
要
な
背
景
や
状
況
が
､
個
人
の
心

情
に
も
触
れ
つ
つ
丁
寧
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
特

徴
が
あ
り
ま
す
｡
し
た
が
っ
て
｢
客
観
性
｣
と
い
う

こ
と
で
は
少
し
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
点
は

有
る
も
の
の
､
事
実
に
つ
い
て
も
背
景
に
つ
い
て
も
､

信
頼
性
の
商
い
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い

で
し
ょ
う
｡

こ
れ
ら
に
対
し
て
甫
庵
太
閤
記
以
下
は
少
し
別
の

性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
｡
甫
庵
太
閤
記
は
｢
調
べ
書

き
･
聞
き
書
き
｣
　
で
あ
り
､
し
か
も
自
分
の
考
え
方

に
合
う
よ
う
に
､
事
実
が
改
ざ
ん
さ
れ
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
｡
史
実
と
い
う
よ
り
歴
史
物
語
と

い
っ
た
ほ
う
が
良
い
物
語
性
の
強
い
も
の
で
す
｡
で

す
か
ら
事
実
を
確
か
め
て
い
く
と
き
に
は
注
意
深
く

あ
っ
か
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
｢
未
森
記
｣
も
､

岡
本
慶
雲
と
い
う
成
政
･
利
家
の
両
君
に
仕
え
た
人

物
が
､
自
分
の
体
験
を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
す

が
､
｢
且
つ
且
つ
取
り
集
め
｣
　
｢
老
後
の
一
筆
｣
と
後

書
き
で
言
っ
て
い
る
よ
う
に
､
自
分
が
直
接
体
験
し

た
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
以
外
は
､
信

頼
性
が
商
い
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
更

に
､
｢
束
遊
記
｣
　
｢
泉
選
録
｣
　
｢
古
実
記
｣
　
｢
甲
子
夜
話
｣

な
ど
は
､
江
戸
時
代
も
半
ば
以
降
に
成
立
し
た
も
の

で
､
そ
れ
ま
で
の
史
書
類
(
特
に
甫
魔
太
閤
記
)
を

下
敷
き
に
､
伝
聞
･
採
録
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
も
の
で
あ
り
､
伝
承
記
録
集
･
史
話
集
と
い
う
性

格
の
強
い
も
の
と
い
え
ま
す
｡
一
般
に
伝
承
と
い
う

も
の
は
､
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
A
-
A
-
A
と
い

う
よ
う
に
異
説
を
生
じ
､
詳
細
に
な
っ
て
い
-
傾
向

を
持
ち
ま
す
｡
そ
れ
は
伝
承
を
伝
え
て
い
-
人
々
の

想
像
力
が
働
い
て
い
る
か
主
で
す
｡
で
す
か
ら
､
そ

れ
ら
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
事
実
で

あ
る
と
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
し
､
む
し
ろ
想

像
の
産
物
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
こ
と
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
｡
た
だ
し
そ
れ
は
､
成
政
の
ザ
ラ
･
針
ノ

木
越
え
伝
説
が
､
ど
う
い
う
人
々
に
よ
っ
て
ど
の
よ

う
に
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
た
ど
る

時
に
は
､
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
と
思
い
ま
す
｡

二
　
甫
庵
太
閤
記
に
は

ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
か

そ
こ
で
､
最
初
に
成
政
の
ザ
ラ
越
え
を
記
し
た
甫

庵
太
閤
記
に
つ
い
て
ま
ず
見
て
み
ま
し
ょ
う
｡
原
本



③　第52巻　第3号　　　　　　　　　　　山　と　博　物　館　　　　　　市立大町山岳博物館　2007.3.25

表1佐々成政ザラ峠越えに関する主な史料

史料名 ��ﾉzyD��2�西暦 兢))逸"��yZｩo��Y9鋳�成立の背景等 

家悪口記 ��Y�3YD����[i�9D��1577年～ 1594年 傴ﾉ[ﾘ彿(��家康の側近として知り得 

徳Iii家康の家1㌔忍城 �+ﾘ�饑�.(齪.x,ﾈﾗ9:鶇冷�

主○普請巧者○伏見築 ��ﾙ�hｨ�,ﾉvﾈ��/�ｬ以�,亢ﾂ�

城等に関る○関ケ原の �+X+ﾘ.�,ﾈ,X讖{�,h+X,H,ﾂ�

前哨戦で自刃 ��&ﾈ,ﾘﾘ(*"�

面舵太閤記 亅�俣)D��1625年 傅ﾉi饋����秀吉の祐筆大村山己の｢天 

尾張出身の医師.鰭 ��8ｴﾊ8.)��68ｸﾒﾚ(+ﾘ*(+��

者○池川恒輿､盟匝秀 �*H+8-ﾈ*�/�*ｸ,ﾈ*H+�99�/��

次に仕え､晩年は加賀 倬�{�,��棹ｩx彿����)$2�

締お抱えとなる �&ﾘ,ﾉ�(/�[x*(,I)�+r�

未森託 侏9��ﾋ9D��1615年 �ｩgｸﾆ8奉�成政､利家に馬廻りとし 

初め佐々成政の馬廻り �,H覃*jIj)����,ﾈﾕYf����

役を勤め､未森の戦い 佩8,ﾉvﾈ��/�?ｨｴﾈ,倩ﾘ*ｸ,"�

の後､前田利家の馬廻 �*�,H*�,�+ﾘ,ﾈ,ZH+ｸ.ｨ/��

りとなる 偃h.員x-�,H-ﾈ,h-�+ﾘ.�,ﾂ�

当代記 亅�侭D隴B���I.ｒ�1625年頃 儻9k��落雁当局者から情報を入 手できる立場にあった者 が手もとの史料や手控え を監理して後年執筆した ものと推量される 

武功夜話 侏Igｸ,ﾘｫ�亦�D饉zIl靫ｲ�1639年頃 �*�ｨ,"�ﾋIgｸ,ﾘｶy69u�*�,ｲ��B�69�ﾙu�,ﾉ�ﾙo���ﾈ�8惲�ﾞ(*��xｾ9�艀尨,ﾉ(B�前野家三兄弟(孫九郎雄 吉.将石衛門長藤.小兵 衝勝長)の書留等を整理 
治(改)版は 享保牢固 ��s#�D靺��孫)○かつ 茂平治は雄かねの子孫 で｢早引大節集｣編者 �+ZI��ﾈ���)�(*�.y[x*ｲ�y�+X,I](蟶+X+ﾘ.�,ﾈ�ｹl��[ﾘ��,ﾘﾕ�,�+ｸ.ｨ/�淤����ﾜH�+X+ﾒ�

東遊記 �7ﾙ�ﾓyD��1795年 亳ｹ{ﾉ>��南難は天明2年から6年に かけて各地を旅行､見聞 した各地の奇談.奇事を 記述した 

昔桶泉違錬 兌h峙�)D��1815年 冢ﾈﾞ越8ｭB�9ｹ(iLｸ贅��ｨﾝyW9k竰�肯樺は書経から来ている ものと推定され､親の業 を子が受け継ぎ為すの慈 

越中占実記 兌i�ﾓ僖��1826年 兢))逸)W9k�� 

甲子夜話 兌i�ﾙ(xｭB�1820年以降 傴ﾈ蕗�6憂2�博覧強記ぶりは各時代各 地多岐にわたって興味深 いが､安芸の樫が人と話 したという様な類の話も 真しやが記されている 

現
代
訳
版
(
教
育
社
一
か
ら
そ
の
太
閤
記
の
要
点
を

書
き
抜
く
と
次
の
様
に
な
り
ま
す
｡

▼
大
正
十
二
年
十
一
月
下
旬
､
成
政
は
深
い
雪
を
冒

し
さ
ら
さ
ら
越
え
と
い
う
極
め
て
険
し
い
山
中
を

越
え
た
｡

▼
従
う
家
来
達
が
ど
こ
へ
行
く
か
と
尋
ね
る
と
､
遠

州
へ
行
っ
て
家
康
公
に
会
う
つ
も
り
た
と
答
え
た
｡

前
田
に
情
報
が
漏
れ
な
い
様
に
極
秘
に
出
立
し
た

の
で
明
か
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
｡
身
辺
の
家

来
や
小
姓
に
は
起
請
文
を
書
か
せ
､
毎
日
食
事
を

出
す
等
常
日
頃
と
同
様
に
ふ
る
ま
う
様
に
さ
せ
て

あ
る
､
と
答
え
た
｡

▼
雪
に
は
不
慣
れ
な
若
者
達
百
人
程
を
引
き
連
れ
､

高
い
山
の
峯
へ
よ
じ
登
り
､
南
を
見
る
と
人
里
が

あ
る
ち
し
く
個
が
見
え
た
｡
か
ん
じ
き
を
履
い
て

降
り
て
行
く
と
予
想
外
に
た
や
す
く
麓
の
村
に
着

い
た
｡

▼
富
山
城
を
十
一
月
二
十
三
日
に
出
発
し
十
二
月
一

日
､
上
諏
訪
に
着
い
た
｡
そ
こ
か
ら
家
康
に
連
絡

を
取
る
と
乗
馬
五
十
頭
､
伝
馬
百
頭
を
迎
え
と
し

て
送
っ
て
よ
こ
し
た
｡

▼
十
二
月
四
日
､
浜
松
に
清
い
て
家
康
に
対
面
し
秀

吉
攻
略
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
｡
翌
朝
発
っ
て
清

洲
に
行
き
信
雄
に
会
っ
て
評
議
を
行
っ
た
上
､
再

び
深
い
雪
を
分
け
て
越
中
に
帰
っ
た
｡

▼
そ
の
後
､
信
雄
は
秀
吉
と
和
解
し
て
し
ま
っ
た
の

で
成
政
が
儀
を
尽
く
し
た
甲
斐
も
な
か
っ
た
｡

甫
庵
は
こ
の
成
政
の
ザ
ラ
峠
越
え
を
ど
の
よ
う

に
し
て
知
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
彼
は
太
閤
記
を
善

く
の
に
　
｢
天
正
記
｣
　
(
大
村
由
己
)
　
や
｢
た
い
こ
う

さ
ま
ぐ
ん
き
の
う
ち
｣
　
(
太
田
牛
〓
を
よ
り
ど
こ

ろ
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら

の
中
に
は
ザ
ラ
峠
の
こ
と
は
触
れ
ろ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
｡
天
正
十
三
年
の
八
月
に
秀
吉
が
成
政
の
富
山
城

を
包
囲
し
た
時
､
ザ
ラ
峠
へ
の
起
点
と
な
る
芦
勝
手

を
襲
っ
て
い
る
こ
と
か
､
ら
､
当
時
既
に
成
政
が
ザ

ラ
峠
を
越
え
て
家
康
と
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
情
報
通
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
戦
国
大
名
が
絶
え
ず
間
者

(
忍
び
)
を
放
っ
て
情
報
を
収
集
し
た
り
､
偽
の
情

報
を
流
し
て
敵
の
後
方
を
撹
乱
し
た
り
し
た
こ
と
は
､

様
々
な
史
料
に
も
登
場
し
､
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
す
｡
成
政
の
極
秘
の
行
動
も
時
間
が
経
過
し
て
､

間
者
ら
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
も
の
と
も
い
え
ま

す
が
､
後
で
触
れ
る
よ
う
に
､
私
は
少
し
別
に
考
え

て
い
ま
す
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
こ
の
甫
庵
の
太
閤
記
が
､
後

の
様
々
な
記
録
類
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
の
で
､
こ
の
説
の
信
憑
性
に
つ
い
て
ま
ず
検

討
す
る
こ
と
に
し
ま
す
｡

結
論
か
･
三
[
え
ば
､
決
定
的
な
二
つ
の
点
で
甫
魔

の
説
に
は
誤
り
が
あ
り
ま
す
｡

そ
の
一
つ
は
日
付
で
す
｡
先
に
見
た
よ
う
に
成
政

一
行
が
浜
松
に
着
い
た
の
は
(
天
正
十
二
年
)
十
二

月
二
十
五
日
の
こ
と
で
し
た
｡
家
忠
日
記
に
記
さ
れ

た
こ
の
日
付
は
､
ま
ず
動
く
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
｡

二
つ
口
は
成
政
が
家
康
と
会
見
し
た
の
を
信
雄
と

秀
吉
の
和
議
成
立
の
前
の
こ
と
と
し
て
記
し
て
い
る

点
で
す
｡
和
議
は
既
に
十
一
月
に
成
立
し
て
お
り
､

家
康
は
そ
の
日
の
十
六
日
に
は
軍
を
撤
退
さ
せ
ま
し

た
｡
成
政
は
和
議
の
成
立
と
家
康
の
撤
退
を
知
っ

て
富
山
を
出
立
し
た
の
で
す
｡
こ
の
重
要
な
二
つ
の

点
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
は
､
小
瀬
田
庵
が
､
成
政
の

ザ
ラ
峠
越
え
の
話
題
性
に
し
か
興
味
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
｡
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
､

当
時
そ
う
い
う
話
題
は
､
情
報
通
の
間
で
よ
-
知
ら
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表2　ザラ･針ノ木峠越え関係年表

記　　　　　　事

武功夜話拾遺巻6

貯魔太閤誌

面庵太閤記
家忠Il記･武功夜話

家忠日記
家忠LJ詰

武功夜話

武功夜話

3月13日､家康､清洲城に入って信雄と会談｡ 17日､森､長可軍を撃破し､小牧両に築塁｡ 21日､秀吉､

大坂発行､ 27日､犬山入城｡

3月末､前野小兵衛･佐々平左衛円ら5名｢山中越中より諮り越し難儀の様体｣にて前野杓へ来る｡
4月6rl､池田･森･堀･三好軍港ijして岡崎へ進撃｡家康､気づき本隊にて迫撃､これを繊滅｡ 7日､

伊勢の信雄方松ケ烏城陥落.両軍画び楽田･小牧に対陣し戦線膠着｡北伊勢は秀需鴨優勢に展開｡

IlII､秀吉､桑部､楠多を奪う｡ 12日､信雄､秀吉と単組講和｡ 16日､家康､清洲より撤兵｡

11月下旬(23日)､成政､富山城を出発｡

12月1日､上諏訪着｡ 4日､浜松着､家康と対面｡

10日､家忠､岡崎へ来る｡岡崎にて孫)も郎勇吉(信雄側近)と密談｡佐々蔵助家康拝謁を伝える｡家

忠､深溝へ帰る｡

12日､御義丸(結城秀康)､秀吉義子として浜松出立｡

14日､信雄､浜松着､家康と懇談｡

25日､越中佐々蔵助､浜松来訪｡吉良信雄鷹野御礼申候｡

晦日辰の五ツ時(午前9時)頃､前野小兵衛ら8名､前野村を訪なう｡成政､生駒八石筍門(信雄伯父)

を案内に信雑に会い懇談｡

3日酉の四ツ(午後10時)頃､前野村を出立｡

大正12年(1584)

大正13年(1585)

この｢山と博物館｣は再生紙を使用し､石油溶剤の代わりに大豆油を使用した大豆インキで印刷しています｡

れ
て
い
た
と
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
｡
こ
こ

で
､
太
閤
記
が
成
政
の
ザ
ラ
越
え
を
和
議
成
立

の
前
､
そ
れ
も
戦
い
の
始
ま
る
前
の
事
と
し
て

記
し
て
い
る
こ
と
は
､
実
は
注
目
に
値
す
る
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
｡
こ

の
点
に
つ
い
て
は
後
で
ま
た
ふ
れ
る
こ
と
に
し

ま
し
ょ
う
｡

こ
の
よ
う
に
太
閤
記
に
は
大
事
な
二
つ
の
誤

り
が
あ
り
ま
す
が
､
｢
ザ
ラ
越
え
｣
　
の
内
容
も
､

事
実
の
記
録
と
い
う
よ
り
想
像
に
基
づ
く
記
述

と
い
っ
た
方
が
よ
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
｡

｢
乗
馬
五
十
頭
､
伝
馬
百
頭
｣
な
ど
と
い
う

の
か
ま
ず
そ
れ
で
す
｡
語
呂
が
良
す
ぎ
て
い
か

に
も
お
話
め
い
て
い
ま
す
が
､
そ
れ
は
さ
て
お

く
と
し
て
も
､
伝
馬
百
頭
と
い
う
の
は
大
変
な

大
部
隊
で
隠
密
の
行
動
に
は
全
く
似
つ
か
わ
し

く
あ
り
ま
せ
ん
｡
だ
い
た
い
何
の
た
め
に
家
康

は
伝
馬
百
頭
を
迎
え
に
よ
こ
し
た
の
で
し
ょ
う
｡

成
政
が
そ
れ
ほ
ど
の
荷
物
を
持
参
し
た
は
ず
は

勿
論
あ
り
ま
せ
ん
し
､
も
し
家
康
が
成
政
の
た

め
に
何
か
荷
物
を
準
備
し
た
と
す
る
な
､
ち
､
そ

れ
ほ
ど
大
量
の
荷
物
を
､
ど
こ
で
何
に
使
う
必

要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
冷
静
に
考
え
れ

ば
お
か
し
な
こ
と
で
､
こ
れ
は
､
｢
そ
れ
ほ
ど

の
歓
待
を
家
康
は
し
た
｣
と
い
う
こ
と
を
印
象

付
け
る
た
め
の
物
語
の
　
｢
修
辞
｣
　
に
過
ぎ
な
い

で
し
ょ
う
｡
こ
の
時
期
､
家
康
は
次
男
の
於
義

伊
丸
を
養
子
と
し
て
秀
吉
に
く
れ
る
約
束
を
し

て
お
り
､
た
と
え
成
政
の
来
訪
を
喜
ん
だ
と
し

て
も
､
わ
ざ
わ
ざ
賑
々
し
い
行
列
を
組
ん
で
秀

吉
方
を
刺
激
す
る
よ
う
な
愚
か
な
こ
と
は
､
ま

ず
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
｡
た
だ
､

甫
庵
が
｢
太
閤
記
｣
を
記
し
た
当
時
､
既
に
そ

う
い
う
伝
承
に
近
い
風
聞
が
巷
に
あ
っ
た
と
す

れ
ば
､
こ
れ
は
別
の
意
味
を
持
っ
て
く
る
こ
と

に
な
り
ま
す
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
後
で
考
え
る

こ
と
に
し
ま
す
｡

身
辺
の
武
士
や
小
姓
に
起
請
文
を
書
か
せ
､
い

つ
も
の
様
に
ぶ
る
ま
わ
せ
た
と
い
う
の
も
読
み
手

を
意
識
し
た
作
者
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
べ
き

で
し
ょ
う
｡
起
請
文
を
書
か
せ
よ
う
と
書
か
せ
ま
い

と
､
百
人
は
ど
も
の
家
来
が
一
時
に
城
中
･
城
下
か

ら
い
な
く
な
っ
て
､
そ
れ
が
長
い
間
誰
に
も
知
ら
れ

な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
､
あ
り
得
る
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
｡

山
越
え
の
様
子
も
具
体
性
を
欠
-
も
の
で
す
｡
｢
高

い
山
の
峯
へ
よ
じ
登
り
､
南
を
見
る
と
人
家
の
煙
が

見
え
た
｣
と
あ
り
ま
す
が
､
立
山
や
後
立
山
な
ど
の

山
岳
に
登
っ
た
経
験
の
あ
る
者
な
ち
も
う
少
し
ま
し

な
表
現
を
し
た
で
し
ょ
う
｡
実
際
に
現
地
を
踏
破
し

た
者
な
ら
ば
､
い
っ
そ
う
の
こ
と
で
す
｡
時
は
厳
冬
｡

厳
し
い
気
象
条
件
の
中
を
､
長
い
谷
筋
を
雪
崩
の

恐
怖
と
厳
寒
に
耐
え
な
が
ら
遡
上
し
､
二
つ
の
峠
を

越
え
激
流
を
渡
っ
た
の
で
す
か
ら
､
誰
か
が
そ
れ
を

語
っ
た
と
す
れ
ば
､
そ
の
具
体
的
な
様
子
が
ど
こ
か

に
現
れ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
｡
で
す
か
､
ら
､
甫

庵
の
記
し
た
こ
と
は
､
｢
成
政
は
『
ザ
ラ
峠
』
と
い

う
極
め
て
厳
し
い
難
所
を
越
え
て
家
康
の
許
へ
至
っ

た
｣
と
い
う
だ
け
の
伝
聞
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た

｢
お
話
｣
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
す
｡

そ
れ
で
は
､
太
閤
記
以
外
の
他
の
史
書
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
｡

た
と
え
ば
｢
肯
構
泉
選
録
｣
を
取
り
上
げ
て
み
ま

し
ょ
う
｡
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
文
化
年
間
､
冨
山
藩

士
で
あ
っ
た
野
崎
雅
明
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
記
さ

れ
た
と
も
の
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
泉
選
録
は
､
｢
成

政
､
遠
州
浜
松
に
到
る
事
｣
と
し
て
四
千
字
ほ
ど
に

亙
っ
て
経
過
を
記
し
て
い
ま
す
｡
成
政
が
浜
松
に
向

か
っ
た
の
は
｢
和
議
｣
　
の
あ
と
の
こ
と
と
し
て
お
り
､

ま
た
浜
松
に
つ
い
た
日
時
も
十
二
月
の
十
四
日
と
し

て
い
ま
す
｡
そ
う
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
､
そ
の

骨
子
は
甫
庵
の
太
閤
記
を
出
る
も
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
｢
一
書
に
｣
　
と
い
う
表
現
で
､
成

政
主
従
が
立
山
山
中
で
凍
え
て
難
儀
を
し
て
い
る
時
､

｢
い
ぶ
せ
き
柴
の
庵
｣
　
に
二
人
の
翁
が
お
り
､
立
ち

寄
っ
て
話
を
聞
い
て
み
る
と
そ
れ
は
悪
七
兵
衛
景
溝

(
鎌
倉
時
代
の
人
物
)
　
で
あ
っ
た
と
い
う
な
ど
と
い

う
こ
と
が
真
面
目
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
の
こ
と

を
と
っ
て
み
て
も
､
｢
泉
連
銀
｣
　
は
基
本
的
に
物
語

の
世
界
に
あ
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
｡

後
の
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
史
録
類
は
､
ど
れ
も
こ

の
　
｢
泉
選
録
｣
　
の
よ
う
な
性
格
を
共
通
に
持
っ
て
い

ま
す
｡
富
田
景
周
(
越
登
加
三
州
史
の
著
者
)
　
は
､

ザ
ラ
峠
越
え
の
誤
り
は
　
｢
太
閤
記
か
ら
出
て
請
書
に

及
ん
だ
｣
と
述
べ
て
い
ま
す
が
､
景
周
の
言
う
よ
う

に
､
こ
れ
ち
の
史
録
類
は
､
い
ず
れ
も
太
閤
記
を
一

つ
の
拠
り
所
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
で
す
｡

そ
し
て
そ
の
後
の
様
々
な
推
察
や
伝
聞
等
を
加
え
､

ザ
ラ
峠
越
え
の
様
子
を
､
そ
れ
ぞ
れ
太
閤
記
よ
り
は

詳
し
-
語
っ
て
い
ま
す
｡
時
代
が
下
が
る
ほ
ど
そ
れ

ら
が
詳
し
く
多
岐
な
っ
て
い
る
こ
と
が
､
か
え
っ
て

架
空
の
魁
傑
で
あ
る
こ
と
､
伝
承
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
｡
中
に
は
｢
輿
｣

で
越
え
た
な
ど
と
い
う
こ
と
を
ま
こ
と
し
や
か
に
伝

え
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
､
絶
句
す
る
以
外
あ

り

ま

せ

ん

｡
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