


　
上
野（
群
馬
県
）の
沼
田
を
め
ぐ
り
衝
突
や

駆
け
引
き
を
繰
り
返
し
て
い
た
真
田
昌
幸
、徳

川
家
康
、上
杉
景
勝
は
豊
臣
秀
吉
に
臣
従
し
た

た
め
、争
い
は
収
ま
っ
た
も
の
の
、関
東
制
圧

を
目
論
む
北
条
氏
は
秀
吉
に
従
わ
ず
、真
田
氏

が
領
有
す
る
沼
田
城
を
た
び
た
び
攻
撃
し
て

い
た
。秀
吉
は
、北
条
氏
に
対
し
、上
洛
し
て
臣

従
す
れ
ば
、沼
田
城
を
含
む
三
分
の
二
を
北
条

に
与
え
る
と
約
束
し
た
。し
か
し
、北
条
方
は

上
洛
の
そ
ぶ
り
を
見
せ
て
も
実
行
す
る
こ
と

な
く
、沼
田
で
真
田
氏
が
領
有
し
て
い
た
名
胡

桃
城
を
策
略
で
奪
い
取
っ
て
し
ま
う
。

　
北
条
氏
は
秀
吉
を
成
り
上
が
り
も
の
と
蔑

ん
で
お
り
、臣
従
す
る
つ
も
り
は
な
く
、秀
吉

と
一
戦
交
え
る
つ
も
り
で
戦
闘
の
準
備
を
し

て
い
た
。北
条
氏
の
本
拠
地
・
小
田
原
城
は
か

つ
て
武
田
信
玄
や
上
杉
謙
信
の
軍
で
も
落
と

せ
な
か
っ
た
た
め
、北
条
方
に
と
っ
て
は
難
攻

不
落
の
城
と
の
自
負
が
あ
り
、箱
根
の
山
を
越

え
て
小
田
原
に
入
ろ
う
と
す
る
秀
吉
軍
を
迎

え
撃
と
う
と
待
ち
構
え
て
い
た
。ま
た
、箕
輪

城
、松
井
田
城
な
ど
、関
東
各
地
の
北
条
が
抑

え
て
い
る
城
で
防
戦
し
、敵
は
そ
の
う
ち
兵
糧

が
尽
き
て
撤
退
す
る
と
考
え
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、天
正
十
八
年（
一
五
九
〇
）、小

田
原
征
伐
に
参
加
し
た
豊
臣
軍
は
、約
十
七
万

の
主
力
軍
と
、昌
幸
、上
杉
景
勝
ら
が
加
わ
っ

た
北
方
隊
の
約
三
万
五
千
、さ
ら
に
長
宗
我
部

元
親
ら
の
水
軍
が
約
一
万
と
、総
勢
約
二
十
一

万
の
大
軍
と
な
っ
て
い
た
。主
力
軍
の
う
ち
約

七
万
は
東
海
道
筋
に
あ
る
山
中
城
を
攻
略
、ま

た
、箱
根
周
辺
に
あ
っ
た
鷹
ノ
巣
城
や
足
柄
城

も
落
と
さ
れ
、さ
ら
に
水
軍
部
隊
は
下
田
城
を

攻
略
し
て
小
田
原
沖
に
展
開
す
る
。小
田
原
城

は
徳
川
軍
に
完
全
に
包
囲
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
秀
吉
は
、北
条
方
の
戦
意
を
喪
失
さ
せ
る
た

め
、小
田
原
城
を
見
下
ろ
す
笠
懸
山
に
本
格
的

な
石
垣
の
城
を
築
い
た
。造
成
中
は
立
木
で
遮

り
、完
成
と
同
時
に
立
木
を
切
っ
て
城
の
姿
が

現
れ
た
。籠
城
し
て
い
る
北
条
軍
は
、あ
た
か

も
一
夜
に
し
て
城
が
出
来
上
が
っ
た
か
の
よ

う
な
錯
覚
を
し
、そ
の
途
方
も
な
い
戦
力
に
怖

気
づ
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。こ
の
城
は
石
垣

山
一
夜
城
と
呼
ば
れ
、小
田
原
征
伐
の
有
名
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

石
田
三
成
の
水
攻
め

　
天
正
十
八
年（
一
五
九
〇
）、豊
臣
秀
吉
の
小

田
原
攻
め
の
時
、鉢
形
城（
埼
玉
県
寄
居
町
）に

陣
取
っ
た
郷
土
の
武
将
北
条
氏
邦
は
、五
万
人

の
豊
臣
勢
を
相
手
に
、わ
ず
か
三
千
五
百
人
の

兵
力
で
一
ヶ
月
余
り
攻
防
戦
を
続
け
ま
し
た
。

こ
の
時
の
戦
い
を
再
現
し
た
も
の
が「
寄
居
北

條
祭
り
」で
す
。平
成
二
十
八
年
五
月
八
日

（
日
）に
行
わ
れ
た
第
五
十
五
回
北
條
祭
り
で

は
、大
勢
の
武
者
隊
が
行
進
し
た
後
、北
条
・
豊

臣
の
両
軍
に
分
か
れ
て
、荒
川
河
畔
で
戦
国
時

代
さ
な
が
ら
の
迫
力
あ
る
攻
防
戦
が
披
露
さ

れ
ま
し
た
。

　
天
正
十
八
年（
一
五
九
〇
）、三
月
、豊
臣
秀

吉
は
関
東
平
定
の
た
め
、そ
の
こ
ろ
関
東
を
配

し
て
い
た
北
条
氏
の
拠
点
で
あ
る
小
田
原
へ

出
陣
し
ま
し
た
。忍
城
主
の
成
田
氏
は
北
条
氏

に
属
し
て
い
た
た
め
、秀
吉
方
の
武
将
、石
田

三
成
に
よ
っ
て
攻
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。六
月
五
日
、三
成
は
地
形
や
季
節
を
考

え
て
水
攻
め
を
計
画
し
、約
一
週
間
で
延
長
二

十
八
キ
ロ
に
も
お
よ
ぶ
堤
を
築
き
、利
根
川
と

荒
川
の
水
を
引
き
入
れ
ま
し
た
。し
か
し
、城

が
沈
ま
な
か
っ
た
た
め
、こ
れ
を
見
た
人
々
は

城
が
沈
ま
な
い
の
は
浮
く
か
ら
だ
と
考
え
、忍

城
は「
浮
き
城
」と
し
て
、そ
の
名
を
轟
か
せ
ま

し
た
。現
実
に
は
、忍
城
の
地
形
が
ま
わ
り
よ

り
も
少
し
高
か
っ
た
た
め
、沈
ま
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。そ
の
後
堤
は
切
れ
て
し
ま

い
、水
攻
め
は
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。三
成

の
築
い
た
堤
は
、「
石
田
堤
」と
し
て
、今
も
一

部
が
残
っ
て
い
ま
す
。

北
條
ま
つ
り

石田堤史跡公園 （埼玉県行田市）

鉢形城跡全景 盛大な武者行列 （北條まつり） 真田昌幸に扮した武者が気勢を上げる （北條まつり）

2016年NHK大河ドラマ「真田丸」は、乱世の戦国時代を生き

延びていくために、強大な武将と渡り合い、奇策で翻弄しな

がら家督を守り通した真田氏の物語です。大阪の陣では、戦

国時代最強の砦といわれる「真田丸」を作り上げ、徳川家康

を窮地に追い込む劇的な戦を実践しました。「真田丸」とは、

真田一族の命運を託した小舟にもたとえることができます。

『真田丸』
戦国時代の荒波をかいくぐる真田丸

NHK大河ドラマ

北条氏の滅亡で秀吉が天下統一

０３ ０２

小田原城  銅門

忍城 （埼玉県行田市） の外観

常
盤
木
門

迫力のある合戦の再現 （北條まつり）

馬出門

小
田
原
城
址
公
園
の
地
図

小田原城天守閣



豊臣政権に亀裂を生んだ二度にわたる朝鮮出兵

豊
臣
、
徳
川
に
二
分
し
真
田
家
存
続
を
図
る

勇ましい姿の小松姫　
沼田市の大河ドラマ展で展示されている。

『犬伏の別れ』  薬師堂 （栃木県佐野市）
この中で密談したといわれている。

戦国合戦図屏風  関ヶ原の戦い 徳川家康本陣 〔岐阜市歴史博物館蔵〕

総面積は17万㎡、金箔瓦
で覆われた５重の天守を
130棟余の大名陣屋が
囲んでいた。その壮大な
スケールに圧倒される。
（佐賀県観光連盟提供）

肥前名護屋城跡
（佐賀県唐津市）

　
小
田
原
に
本
拠
を
置
く
北
条
氏
が
秀
吉
に

敗
北
す
る
と
、奥
州
の
各
大
名
も
恭
順
の
意
を

示
し
、秀
吉
の
天
下
統
一
が
成
し
遂
げ
ら
れ
、

長
期
間
に
わ
た
っ
た
戦
国
時
代
が
終
焉
し
た
。

国
内
の
戦
乱
は
終
息
し
た
も
の
の
、秀
吉
は
朝

鮮
半
島
に
出
兵
し
、朝
鮮
や
明
を
配
下
に
収
め

る
た
め
の
軍
事
行
動
を
起
こ
し
た
。朝
鮮
出
兵

（
文
禄
・
慶
長
の
役
）の
目
的
は
、秀
吉
が
ア
ジ

ア
大
陸
を
征
服
す
る
野
望
を
抱
い
て
い
た
と

す
る
説
、国
内
で
の
戦
争
が
無
く
な
り
、武
士

が
武
士
ら
し
く
戦
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
た
め
、外
国
に
戦
う
場
を
求
め
た
と
す
る
な

ど
諸
説
あ
る
。文
禄
・
慶
長
の
役
に
よ
り
、日
本

軍
と
朝
鮮
・
明
の
連
合
軍
は
十
六
世
紀
最
大
の

世
界
戦
争
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
激
し
い
戦
闘

を
繰
り
広
げ
た
も
の
の
、結
果
と
し
て
は
日
本

に
と
っ
て
の
国
益
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
ば
か
り
か
、発
足
間
も
な
い
豊
臣
政
権

の
弱
体
化
を
招
き
、さ
ら
に
は
大
名
間
の
不
協

和
音
が
増
幅
す
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
が
顕

著
に
な
っ
た
。

　
先
行
き
の
見
え
な
い
朝
鮮
半
島
で
の
戦
に
国

力
を
傾
け
て
い
た
秀
吉
は
、慶
長
三
年（
一
五
九

八
）八
月
、伏
見
城
内
で
死
去
し
た
。豊
臣
政
権

中
枢
の
五
大
老（
徳
川
家
康
、前
田
利
家
、毛
利

輝
元
、上
杉
景
勝
、宇
喜
多
秀
家
）と
五
奉
行（
石

田
三
成
、浅
野
長
政
、増
田
長
盛
、長
束
正
家
、前

田
玄
以
）は
、海
外
で
の
戦
争
に
意
義
を
見
出
せ

ず
、朝
鮮
か
ら
の
撤
退
を
決
め
た
。戦
争
が
終
わ

る
と
秀
吉
亡
き
あ
と
の
主
導
権
を
め
ぐ
り
、豊

臣
政
権
内
で
の
内
紛
が
顕
在
化
し
、政
権
内
の

武
断
派（
加
藤
清
正
、福
島
正
則
な
ど
）は
、文
治

派
の
代
表
格
で
あ
る
石
田
三
成
へ
の
反
発
を
強

め
て
い
た
。こ
の
政
争
に
政
権
存
続
の
危
機
を

感
じ
て
い
た
前
田
利
家
は
、両
派
の
調
停
役
と

し
て
動
い
て
い
た
が
、秀
吉
を
追
う
よ
う
に
慶

長
四
年（
一
五
九
九
）三
月
に
死
去
。両
派
の
対

立
は
深
ま
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

　
慶
長
四
年
三
月
、豊
臣
政
権
の
内
紛
は
激
化

し
、福
島
正
則
、加
藤
清
正
、黒
田
長
政
、池
田

輝
政
、細
川
忠
興
、浅
野
幸
長
、加
藤
嘉
明
の
七

将
が
、大
坂
の
石
田
屋
敷
を
襲
撃
し
、石
田
三

成
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
。し
か
し
三
成
は
襲

撃
を
受
け
る
直
前
に
、佐
竹
義
宣
の
助
け
を
借

り
て
屋
敷
を
脱
出
、反
目
し
て
い
た
は
ず
の
家

康
に
助
け
を
求
め
た
の
だ
っ
た
。

　
三
成
を
追
う
七
将
は
家
康
に
引
き
渡
し
を
要

求
す
る
が
、家
康
は
そ
れ
に
は
応
じ
ず
、裁
定
案

を
示
し
た
。そ
れ
は
、三
成
を
隠
居
さ
せ
政
治
の

表
舞
台
か
ら
降
ろ
す
こ
と
と
、武
断
派
の
七
将

に
と
っ
て
不
満
が
あ
っ
た
朝
鮮
の
役
で
の
戦
功

の
見
直
し
を
約
束
し
、七
将
を
納
得
さ
せ
た
。い

か
に
も
公
平
な
仲
裁
案
の
よ
う
だ
が
、家
康
は
、

三
成
を
生
か
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、豊
臣
恩

顧
の
大
名
た
ち
同
士
の
反
目
を
助
長
さ
せ
、自

ら
の
立
場
を
有
利
に
し
よ
う
と
画
策
し
て
い
た

の
だ
。こ
の
策
は
ま
ん
ま
と
的
中
し
、政
敵
の
三

成
を
失
脚
さ
せ
た
上
に
、豊
臣
恩
顧
の
七
将
を

手
な
ず
け
て
自
ら
の
陣
営
に
引
き
込
む
こ
と
に

成
功
す
る
。そ
し
て
諸
大
名
か
ら
は「
家
康
の
裁

定
は
公
平
で
信
頼
で
き
る
」と
い
う
評
価
を
得

る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
家
康
は
三
成
を
失
脚
さ
せ
た
後
、反
家
康
勢

力
を
一
掃
す
る
た
め
、様
々
な
策
を
実
行
す
る
。

そ
の
一
つ
が
上
杉
景
勝
へ
の
謀
反
の
嫌
疑
だ
っ

た
。上
洛
し
て
の
弁
明
を
求
め
る
家
康
に
従
わ

な
い
景
勝
。家
康
こ
そ
言
い
が
か
り
を
つ
け
て

い
る
と
い
っ
た
内
容
の
書
状「
直
江
状
」を
上
杉

家
の
家
老
・
直
江
兼
続
が
家
康
に
送
り
つ
け
た

と
い
う
。こ
う
し
た
挑
発
行
為
に
対
し
、家
康
は

上
杉
の
謀
反
に
疑
い
無
し
と
し
、諸
大
名
に
会

津
征
伐
の
号
令
を
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）六
月
十
六
日
、家
康

は
会
津
征
伐
軍
を
率
い
て
大
坂
を
出
発
し
、時

間
を
か
け
て
進
軍
し
た
。こ
れ
は
三
成
が
上
方

で
挙
兵
す
る
の
を
待
っ

て
い
た
の
だ
。真
田
家
は

昌
幸
、
信
之
、
幸
村
（
信

繁
）と
揃
っ
て
従
軍
し
て

い
た
。家
康
は
七
月
二
日

江
戸
に
到
着
す
る
。す
る

と
、思
惑
ど
お
り
三
成
が

大
坂
で
挙
兵
し
、大
坂
城

西
の
丸
を
奪
取
し
、七
月

十
八
日
に
は
四
万
の
大

軍
で
伏
見
城
を
攻
撃
し
、

徳
川
勢
を
撃
退
し
た
。三

成
挙
兵
の
知
ら
せ
が
家

康
の
元
に
届
い
た
の
は
、

下
野
の
小
山
に
着
陣
し

た
七
月
二
十
四
日
で
あ
っ
た
。家
康
は
会
津
征

伐
に
参
加
し
て
い
た
諸
大
名
を
招
集
し
、以
後

の
方
針
を
協
議
し
た
。評
定
の
席
上
、福
島
正

則
が
家
康
へ
味
方
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
と
、

諸
大
名
も
こ
れ
に
従
っ
た
。

　
真
田
家
の
三
人
は
下
野
犬
伏
の
陣
で
語
り

合
い
、昌
幸
と
幸
村（
信
繁
）は
西
軍
、信
之
は

東
軍
に
味
方
す
る
こ
と
を
決
め
た
。信
之
の
妻

は
家
康
の
重
臣
・
本
多
忠
勝
の
娘
で
あ
り
、幸

村（
信
繁
）の
妻
は
西
軍
に
与
し
た
大
谷
吉
継

の
娘
で
あ
る
こ
と
も
理
由
だ
っ
た
。昌
幸
と
幸

村（
信
繁
）は
居
城
の
あ
る
上
田
を
目
指
し
た
。

幸
い
に
も
、家
康
は
昌
幸
ら
に
追
撃
を
か
け
な

か
っ
た
。そ
し
て
昌
幸
は
上
田
に
向
か
う
途

中
、信
之
の
居
城
で
あ
る
沼
田
城
に
立
ち
寄

る
。今
回
の
戦
で
は
生
き
な
が
ら
え
る
の
は
難

し
い
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、せ
め
て
孫
の
顔

が
一
目
見
た
い
と
い
う
思
い
が
募
っ
た
の
だ
。

沼
田
城
に
着
き
、面
会
を
申
し
入
れ
た
も
の

の
、城
を
守
っ
て
い
た
信
之
の
妻
・
小
松
姫

（
稲
）は「
例
え
義
父
様
で
も
今
は
敵
と
味
方
。

主
人
の
留
守
中
に
敵
方
を
城
内
に
入
れ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ぬ
」と
拒
絶
し
た
の
だ
。

　
そ
れ
を
聞
い
た
昌
幸
は「
さ
す
が
は
徳
川
家

中
き
っ
て
の
名
将
・
本
多
忠
勝
殿
の
娘
だ
」と

賞
賛
し
、面
会
を
諦
め
た
が
、小
松
姫
の
は
か

ら
い
で
城
外
の
正
覚
寺
で
孫
と
の
対
面
が
で

き
た
と
い
う
。

犬伏密談図 〔上田市立博物館蔵〕

０５ ０４

秀
吉
の
死
後
、

激
化
す
る
主
導
権
争
い

秀
吉
の
死
後
、

激
化
す
る
主
導
権
争
い



　
小
山
に
集
結
し
た
大
軍
は
、小
山
評
定
と
い

わ
れ
る
評
議
の
結
果
、会
津
征
伐
を
中
断
し
て

三
成
を
討
つ
た
め
上
方
へ
向
け
進
路
を
反
転

さ
せ
る
。主
力
部
隊
を
率
い
る
徳
川
秀
忠
は
、

関
ヶ
原
へ
向
か
う
途
中
で
真
田
氏
を
征
伐
し

よ
う
と
上
田
城
に
立
ち
寄
る
こ
と
と
し
た
。

　
秀
忠
の
軍
に
は
真
田
信
之
も
参
加
し
て
い

た
。徳
川
方
は
真
田
軍
の
十
倍
以
上
の
兵
力
を

有
し
て
い
る
た
め
、秀
忠
は

大
軍
で
押
し
寄
せ
れ
ば
昌
幸

は
降
伏
す
る
も
の
と
決
め
て

か
か
っ
て
い
た
。小
諸
に
着

陣
し
た
秀
忠
は
、昌
幸
に
開

城
を
促
し
た
も
の
の
、昌
幸

は「
開
城
は
す
る
も
の
の
、準

備
に
時
間
が
か
か
る
」と
い

う
返
答
で
、昌
幸
は
城
か
ら

出
て
く
る
素
振
り
を
見
せ
な

か
っ
た
。数
日
後
に
昌
幸
か

ら「
や
っ
と
籠
城
の
準
備
が

整
い
ま
し
た
。存
分
に
戦
い

ま
し
ょ
う
」と
い
う
返
答
が

届
い
た
。関
ケ
原
に
急
ぐ
途

中
で
無
駄
な
時
間
を
費
や
し

た
秀
忠
は
激
怒
し
、上
田
城

を
総
攻
撃
す
る
第
二
次
上
田

合
戦
が
始
ま
っ
た
。

　
徳
川
軍
が
最
初
に
落
と
し
た
の
は
砥
石
城

だ
っ
た
。砥
石
城
を
守
っ
て
い
た
の
は
幸
村

（
信
繁
）で
、兄
信
之
の
軍
勢
が
進
軍
し
て
き

た
。幸
村（
信
繁
）は
兄
が
大
将
と
し
て
攻
撃
す

る
こ
と
を
知
る
と
、あ
っ
さ
り
と
城
を
捨
て
て

上
田
城
に
引
き
揚
げ
た
と
い
う
。砥
石
城
を
簡

単
に
落
と
し
た
徳
川
軍
は
、真
田
軍
の
城
兵
の

挑
発
で
城
内
に
深
入
り
し
す
ぎ
、真
田
の
鉄
砲

隊
に
よ
る
一
斉
射
撃
を
浴
び
て
し
ま
う
。ま
た

真
田
軍
は
前
回
の
上
田
合
戦
と
同
様
に
神
川

に
堰
を
設
け
て
水
流
を
調
節
し
、増
水
し
た
川

の
流
れ
に
足
を
取
ら
れ
た
多
く
の
兵
が
簡
単

に
討
ち
取
ら
れ
た
。秀
忠
が
攻
め
あ
ぐ
ね
て
い

る
時
に
、関
ケ
原
へ
の
到
着
が
遅
れ
る
こ
と
を

危
惧
す
る
家
臣
か
ら
、上
田
城
攻
め
は
中
断
し

て
早
く
出
発
す
べ
き
と
進
言
さ
れ
、秀
忠
が
小

諸
に
帰
り
着
く
と
、家
康
か
ら
の
書
状
が
届
い

て
い
た
。そ
れ
に
は「
九
月
九
日
ま
で
に
美
濃

赤
坂
に
着
陣
す
べ
し
」と
記
さ
れ
て
あ
っ
た
の

だ
。上
田
で
十
日
以
上
も
足
止
め
さ
れ
た
秀
忠

は
徳
川
本
陣
の
美
濃
を
目
指
し
て
急
行
し
た
。

し
か
し
関
ヶ
原
の
戦
い
は
九
月
十
五
日
に
決

着
し
た
。秀
忠
は
、関
ケ
原
の
戦
い
に
遅
参
す

る
と
い
う
失
態
を
演
じ
た
ば
か
り
か
、大
軍
で

押
し
寄
せ
て
も
真
田
を
破
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
不
始
末
で
、家
康
か
ら
大
将
と
し
て

の
資
質
を
疑
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

関
ケ
原
の
戦
い
は
一
日
で
決
着

信濃
9月5日、秀忠軍、
上田城攻めを開始

上田城

小諸城

沼田城

宇都宮城

小山城

9月9日、秀忠軍、
上田城攻めを
中止し小諸へ
引き返す

7月23日
深夜着

7月21日、昌幸は
三成の挙兵を知り

沼田経由で、犬伏から
上田城に出発

真田信幸は
秀忠軍に合流

7月24日、家康率いる
上杉征伐軍が小山着
三成の挙兵を知り、
7月26日に江戸に出発

8月24日
秀忠軍が上田に出発

7月23日小松姫は、
昌幸らを場内に入れず

9月11日、
秀忠軍、関ヶ原に
向けて出発

9月1日

9月19日、関ヶ原の徳川本陣着
合戦に間に合わず

上野

下野

常陸

陣
の
伏
犬

　
慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）九
月
十
五
日
、家
康

の
東
軍
、三
成
の
西
軍
は
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
隊
を

進
軍
さ
せ
、両
軍
合
わ
せ
て
約
二
十
万
も
の
大

軍
が
関
ヶ
原
の
地
に
集
結
し
つ
つ
あ
っ
た
。大

垣
城
で
東
軍
を
迎
撃
し
よ
う
と
し
て
い
た
三

成
の
意
図
は
読
ま
れ
、家
康
が
得
意
と
す
る
野

戦
に
持
ち
込
ま
れ
た
。午
前
七
時
頃
、井
伊
直

政
と
松
平
忠
吉
の
隊
が
、前
方
の
宇
喜
多
秀
家

の
部
隊
に
鉄
砲
を
仕
掛
け
、福
島
隊
も
宇
喜
多

隊
に
一
斉
射
撃
を
加
え
、こ
れ
が
合
図
と
な

り
、合
戦
の
火
蓋
が
切
ら
れ
た
。

　
西
軍
は
十
万
を
超
え
る
軍
勢
が
布
陣
し
て
い

た
が
、実
際
に
戦
っ
て
い
た
の
は
三
万
三
千
ほ

ど
し
か
い
な
か
っ
た
。し
か
し
、西
軍
は
戦
闘
に

有
利
な
陣
地
を
抑
え
て
い
た
た
め
、緒
戦
は
西

軍
が
優
勢
で
あ
っ
た
。三
成
は
傍
観
を
決
め
込

ん
で
い
る
諸
将
に
参
戦
を
促
す
狼
煙
を
挙
げ
、

陣
所
に
使
者
を
差
し
向
け
た
が
、内
心
で
は
三

成
に
反
感
を
持
つ
軍
は
戦
闘
に
参
加
し
な
い
。

家
康
は
、東
軍
へ
の
寝
返
り
を
小
早
川
秀
秋
に

促
し
て
い
た
が
、な
か
な
か
動
か
な
い
秀
秋
に

対
し
て
、陣
に
向
け
て
大
砲
を
放
っ
た
。こ
の

荒
っ
ぽ
い
督
促
に
応
じ
、秀
秋
は
大
谷
吉
継
の

陣
に
攻
め
か
か
っ
た
。小
早
川
隊
に
呼
応
し
て

西
軍
陣
地
に
攻
め
か
か
る
隊
が
続
出
し
、一
進

一
退
だ
っ
た
戦
い
は
、一
気
に
東
軍
勝
利
へ
と

向
か
い
、わ
ず
か
一
日
で
終
了
し
た
。

　
西
軍
に
味
方
し
た
真
田
父
子
は
、当
初
は
処

刑
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、真
田
信
之
や
そ

の
岳
父
・
本
多
忠
勝
の
助
命
嘆
願
に
よ
り
、高

野
山
へ
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

真田幸村（信繁）画像
慶長五年（1600）　犬伏の別れ
第二次上田合戦関連図

天
文
10
年（
1
5
4
1
） 

武
田
・
諏
訪
・
村
上
の
連
合
軍
、海
野
平
で
海
野
氏
を
破
る

天
文
14
年（
1
5
4
5
） 

真
田
幸
隆
、こ
の
こ
ろ
武
田
信
玄
に
出
仕 

天
文
19
年（
1
5
5
0
） 

信
玄
、砥
石
城
を
攻
め
て
敗
退（
砥
石
崩
れ
） 

天
文
20
年（
1
5
5
1
） 

幸
隆
、独
力
で
砥
石
城
を
乗
っ
取
る
。真
田
の
本
領
を
回
復 

天
文
22
年（
1
5
5
3
） 

川
中
島
で
甲
越
両
軍
の
戦
い（
第
１
回
）

永
禄
4
年（
1
5
6
1
） 

川
中
島
で
信
玄
・
謙
信
、激
戦 

永
禄
7
年（
1
5
6
4
） 

幸
隆
ほ
か
の
武
田
勢
、上
州
の
岩
下
城
、岩
櫃
城
を
攻
略

永
禄
10
年（
1
5
6
7
） 

信
玄
、配
下
の
武
将
に
起
請
文
を
書
か
せ
る

天
正
元
年（
1
5
7
3
） 

信
玄
、三
河
侵
攻
の
帰
途
に
信
州
駒
場
で
死
去

天
正
8
年（
1
5
8
0
） 

昌
幸
、上
州
沼
田
城
攻
略

天
正
10
年（
1
5
8
2
） 

武
田
家
滅
亡
。昌
幸
は
織
田
信
長
に
従
属

 
 

信
長
の
死
後
は
北
条
氏
に
、次
い
で
、徳
川
家
康
に
属
す
る

天
正
11
年（
1
5
8
3
） 

昌
幸
、上
田
城
を
築
き
始
め
る

天
正
12
年（
1
5
8
4
） 

上
田
城
完
成
。昌
幸
、徳
川
か
ら
離
反
、上
杉
景
勝
を
頼
る

天
正
13
年（
1
5
8
5
） 

昌
幸
、家
康
の
北
条
氏
へ
の
沼
田
城
明
け
渡
し
命
令
を

 
 

拒
否
、家
康
と
手
を
切
る
。

 
 

昌
幸
父
子
、大
挙
し
て
攻
め
る
徳
川
軍
を
撃
退（
第一次
上
田
合
戦
）

天
正
14
年（
1
5
8
8
） 

昌
幸
、秀
吉
に
臣
従

天
正
15
年（
1
5
8
7
） 

昌
幸
、秀
吉
の
仲
介
で
家
康
の
配
下
と
な
る

天
正
17
年（
1
5
8
9
） 

秀
吉
裁
決
で
沼
田
城
は
北
条
氏
に

 
 

真
田
に
残
さ
れ
た
名
胡
桃
城
が
北
条
の
猪
俣
邦
憲
に
奪
わ
れ
る

天
正
18
年（
1
5
9
0
） 

秀
吉
、北
条
を
討
伐
。沼
田
城
は
真
田
に
復
す

 
 

真
田
父
子
も
参
戦

慶
長
3
年（
1
5
9
8
） 

秀
吉
が
没
す
る

慶
長
5
年（
1
6
0
0
） 

昌
幸
、幸
村
は
石
田
三
成
方
に
属
し
、犬
伏
の
陣
よ
り
上
田
城
に
戻
る

 
 

信
幸
は
徳
川
方
に
属
す
る
。昌
幸
ら
は
徳
川
秀
忠
の
大
軍
を

 
 

上
田
城
に
迎
え
討
ち
、釘
づ
け
に
す
る
。（
第
二
次
上
田
合
戦
）

 
 

関
ヶ
原
の
戦
い
で
西
軍
が
敗
れ
、昌
幸
、幸
村
は
高
野
山
に
配
流
と
な
る

慶
長
16
年（
1
6
1
1
） 

九
度
山
で
昌
幸
病
没
、65
歳

慶
長
19
年（
1
6
1
4
） 

幸
村
、豊
臣
方
の
挙
兵
に
応
じ
、九
度
山
を
発
ち
大
坂
城
に
入
る

 
 

真
田
丸
を
築
い
て
、徳
川
方
を
破
る（
大
坂
冬
の
陣
）

慶
長
20
年（
1
6
1
5
） 

幸
村
、大
坂
夏
の
陣
で
家
康
の
本
陣
に
迫
る
奮
戦
の
後
、戦
死

 
 

大
阪
城
は
落
ち
豊
臣
氏
滅
ぶ

元
和
2
年（
1
6
1
6
） 

信
之
、こ
の
こ
ろ
か
ら
上
田
の
統
治
に
専
念

元
和
8
年（
1
6
2
2
） 

信
之
、上
田
か
ら
松
代
に
移
封

万
治
元
年（
1
6
5
8
） 

信
之
、93
歳
で
没
す

真
田
三
代
略
年
表

０７ ０６

第二次上田合戦

徳
川
軍
は
再
び
真
田
軍
に
敗
れ
る

真田父子は高野山へ配流

上田篭城図 〔上田市立博物館蔵〕

関ケ原古戦場跡の碑 戦国合戦図屏風  関ヶ原の戦い  石田三成本陣 〔岐阜市歴史博物館蔵〕
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