
「
石
垣
原
合
戦
」
特
集
記

石
垣
原
合
戦
と
豊
後
永
冨
家

　
　
　
　
　
北
的
ケ
浜
町
三
の
八
　
永
　
冨

忠

　
豊
の
国
、
豊
か
で
麗
し
い
こ
の
国
の
山
河
は
、
私
達
に
安
ら
ぎ
と
信

頼
、
希
望
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
ん
に
ち
の
大
分
県
の
う
ち
、
律
令

の
時
代
よ
り
豊
後
と
呼
ば
れ
た
地
域
は
、
貴
族
政
治
の
腐
敗
か
ら
訣
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
も
と
の
よ
り
と
も
　
ち
ょ
っ
か
つ
ち
ぎ
ょ
う
こ
く

し
、
新
し
く
鎌
倉
幕
府
を
間
い
た
源
頼
朝
の
直
轄
知
行
国
と
な
っ
た
い

き
さ
つ
か
ら
、
頼
朝
の
流
れ
を
汲
む
大
友
氏
が
四
百
余
年
も
の
長
い
間

引
き
続
い
て
治
め
て
き
ま
し
た
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
大
友
氏
は
、
初
代
能
直
よ
り
二
十
一
代
宗
麟
時
代
ま
で
、
そ
の
最
盛

期
に
は
九
州
の
大
半
を
勢
力
下
に
お
く
大
友
王
国
と
も
言
え
る
ほ
ど
の

大
版
図
を
築
き
上
げ
ま
す
。
で
は
、
い
か
に
し
て
そ
の
こ
と
が
成
っ
た

の
か
。
そ
れ
は
、
一
族
一
統
で
大
友
主
家
に
忠
誠
を
誓
う
心
の
強
い
鎌

倉
武
士
、
そ
し
て
大
友
家
臣
団
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
他

な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
家
臣
の
中
に
、
豊
後
永
冨
家
が
あ
り
ま
す
。
大
友
二
代
親
秀
の

長
男
が
三
代
頼
奉
、
次
男
が
戸
次
次
郎
左
衛
門
尉
重
秀
で
、
そ
の
重
秀

が
永
冨
家
の
祖
で
あ
り
ま
す
（
永
冨
家
略
系
図
参
照
）
重
秀
は
、
宝

治

二
年
正
月
「
八
鉾
社
」
を
勧
請
し
ま
し
た
。
七
百
年
も
の
歳
月
を
経
て
、

今
も
植
田
高
瀬
（
現
大
分
市
内
）
に
社
は
あ
り
ま
す
。

　
文
永
十
一
年
（
て
一
七
四
万
弘
安
四
年
（
回
一
八
一
）
に
蒙
古
襲

来
が
あ
り
、
頼
奉
は
博
多
警
固
の
た
め
、
席
の
温
ま
る
間
も
な
い
多
忙

な
生
涯
を
送
り
ま
し
た
。
頼
奉
が
自
ら
常
楽
と
名
付
け
た
菩
提
寺
「
常

楽
寺
」
を
永
冨
家
十
代
丹
後
守
同
音
の
舎
弟
が
寺
僧
と
な
り
、
山
門
を

守
っ
た
と
寺
記
は
伝
え
て
お
り
、
寺
は
遥
か
な
る
古
都
鎌
倉
に
向
か
い

建
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
霊
山
の
ふ
も
と
植
田
高
瀬
の
地
が
我
ら
永
冨

家
発
祥
の
聖
地
で
あ
り
ま
す
。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
の
豊
後
国
図

で
ん
ち
ょ
ぅ
　
　
　
わ
さ
だ
の
し
ょ
う
　
　
　
み
ょ
ぅ

田
帳
に
は
植
田
荘
永
冨
名
（
名
は
明
田
、
年
貢
・
課
役
賦
課
の
田
畑
）

の
記
載
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
南
北
朝
の
混
迷
の
時
代
、
高
崎
山
城
や
玖
珠
城
の
合
戦
な
ど
、
大

友
氏
も
家
中
を
二
分
し
て
争
う
厳
し
く
長
い
年
月
を
過
ご
し
ま
す
。
永
　
　
一

享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
大
友
十
四
代
親
隆
の
も
と
へ
、
永
冨
家
八
　
　
一

代
三
河
守
義
光
（
永
冨
家
略
系
図
参
照
）
の
娘
が
嫁
ぎ
ま
す
。
親
隆
の

娘
は
、
十
五
代
親
繁
の
室
と
な
り
ま
す
。
親
隆
は
治
世
わ
ず
か
五
年
で

甥
の
親
繁
に
譲
り
、
乱
世
改
革
の
方
策
と
し
ま
し
た
。
親
隆
は
仏
心
篤

　
　
わ
さ
だ
　
　
さ
い
こ
う
じ
　
　
お
が
た
　
ほ
う
し
ょ
ぅ
し

く
、
植
田
に
西
光
寺
、
緒
方
に
宝
生
寺
を
創
建
し
隠
居
し
ま
す
。
そ
の

後
大
友
家
に
お
い
て
は
、
二
続
交
互
の
む
ず
か
し
い
相
続
を
、
嫡
子
単

独
相
統
制
に
改
め
、
定
着
さ
せ
ま
す
。

　
大
友
時
代
も
中
葉
期
と
な
り
ま
す
と
、
十
六
代
政
親
・
十
九
代
親
治

の
家
老
の
万
人
と
し
て
、
永
冨
繁
直
が
二
代
に
わ
た
り
勤
め
た
こ
と
が

史
料
に
残
さ
れ
て
い
て
、
永
冨
家
は
、
主
家
大
友
に
対
し
忠
勤
怠
り
な

く
仕
え
た
こ
と
が
伺
い
知
ら
れ
ま
す
。
「
汝
正
直
に
志
し
、
神
意
に
叶



図系略氏冨永

　
　
　
　
　
お
お
と
も
ら
か
ひ
で

’
－
大
友
親
秀

　
ム
目
立
市
１
１
ノ
ー
日
右
ｐ
一
、
「
－
－
バ
ー
、
ゝ

○

ち
か
ゆ
き
お
お
と
み
や
ま
と
の
か
み

　
言
祝
行
（
大
冨
大
和
守
）

に
獣
釘
（
対
訳
右
舷
）

　
　
I
S
7
S

X
I
1
1
1
9
.
1
1
'
l
j

□

さ
だ
つ
ら
な
が
と
み
た
ん
ご
の
か
み

　
士
・
定
連
（
永
冨
丹
後
守
）

ｙ
よ
し
み
つ
　
み
か
わ
の
か
み

り
義
光
（
三
河
守
）

し
げ
ひ
で
　
べ
っ
き
し
ろ
う
ざ
え
も
ん
の
じ
ょ
う

重
秀
（
戸
次
次
郎
左
衛
門
尉
）

よ
し
な
が
　
お
お
と
み
た
ん
ご
の
か
み

能
長
（
大
冨
丹
後
守
）

ち
か
た
か
　
く
ろ
う
ど
の
か
み

親
喬
（
内
蔵
頭
）

　|九

義と

延2

げ
匹
翁
（
永
冨
墨
影
）

国
春
（
永
冨
丹
後
守
）

心
付
（
訟
彫
旅
心
牡
）

　
つ
ぐ
ち
か
　
お
お
と
み
う
き
ょ
う

い
バ

ゆ
□

Ｊ
継
親
（
大
冨
右
京
大
夫
）

齢
彩
（

甘
肌
≒
胆
守
札
牡
）

に
凱
心
（
永
冨
彫
大
白

ち
く
ぜ
ん
の
か
み

釧
ド
レ
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辻
野
（
永
冨
六
部
面
影
即
応
）

鑑
国
（
永
冨
与
右
衛
門
尉
）

鑑
俊
（
永
冨
九
郎
）

け
脱
彫
（
永
冨
原
石
㈲
）

組
重
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

故
、
名
を
『
永
冨
』
と
せ
よ
」
と
の
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
と
由
来
書

に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
時
は
移
り
、
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
豊
後
よ
り
渡
海
し
た
七
四
四
名
の

中
に
、
永
冨
与
右
衛
門
と
九
郎
の
名
が
見
ら
れ
ま
す
。
「
豊
後
侍
着
到

記
」
が
永
冨
家
古
文
書
に
遺
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
秀
吉
が
世
を
去
り
、
天
下
は
大
坂
方
か
徳
川
方
か
の
世
を
二
分
す
る

趨
勢
と
な
り
ま
す
。
当
時
豊
後
は
、
朝
鮮
戦
役
で
の
失
敗
に
よ
り
大
友

義
統
が
除
国
と
さ
れ
、
新
し
い
領
主
が
治
め
て
お
り
ま
し
た
。
大
友
旧

臣
達
は
領
地
を
失
い
盟
主
を
も
仰
げ
ず
、
伝
来
の
地
に
お
い
て
一
族
郎

党
共
々
に
農
耕
漁
榜
に
精
を
出
し
、
天
与
の
作
物
を
分
か
ち
合
い
、
争

い
の
な
い
穏
や
か
な
口
々
を
送
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
春
秋
は
、
既

に
七
た
び
を
重
ね
て
お
り
ま
し
た
。

　
そ
の
こ
ろ
義
統
の
長
男
義
乗
は
江
戸
牛
込
に
住
ま
い
し
、
家
康
に
仕

え
て
お
り
ま
し
た
。
義
統
と
そ
の
妻
及
び
二
男
正
照
の
三
人
は
、
京
都

本
能
寺
で
安
寧
に
暮
ら
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
妻
子

が
三
成
方
の
大
坂
城
へ
拉
致
さ
れ
ま
す
。
戦
勝
の
の
ち
に
は
旧
領
豊
後

を
復
す
る
と
の
密
約
で
促
す
石
田
・
毛
利
ら
の
大
坂
方
に
つ
く
か
、
新

し
い
武
家
政
治
を
創
ろ
う
と
す
る
徳
川
方
に
つ
く
か
…
…
。
時
の
流
れ

の
た
だ
中
へ
と
流
さ
れ
て
い
き
、
風
雲
は
急
を
告
げ
て
お
り
ま
し
た
。

鎌
倉
以
来
の
名
門
大
友
家
の
社
稜
は
七
年
前
に
失
っ
て
い
る
の
で
、
静

か
な
暮
ら
し
の
中
に
突
然
大
き
な
時
の
う
ね
り
が
押
し
寄
せ
て
来
た
こ

と
に
な
り
、
大
友
旧
臣
遠
の
心
は
悩
み
苦
し
み
ま
す
。
四
百
年
も
の
長



い
歳
月
、
大
友
主
家
よ
り
受
け
し
多
大
の
恩
顧
、
一
族
郎
党
と
共
に
生

き
て
き
た
栄
枯
盛
衰
、
旧
臣
達
の
思
い
や
如
何
に
…
…
。

　
こ
の
と
き
、
大
阪
城
へ
拉
致
さ
れ
た
妻
子
を
迎
え
に
赴
い
た
使
者
の

中
に
、
永
冨
鎮
並
の
名
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。
義
続
は
結
局
、
豊
後
へ

帰
り
立
石
に
陣
を
張
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
旧
領
豊
後
で
再
び
お
家
再

興
が
或
る
か
も
、
の
夢
…
…
ゝ
旧
臣
達
は
目
を
追
う
ご
と
に
、
一
命
を

主
家
大
友
に
預
け
よ
う
、
そ
し
て
潔
い
死
を
と
憧
憬
す
る
豊
後
武
士
の

誇
り
と
も
の
の
ふ
の
猛
る
魂
が
蘇
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
老
体

に
鞭
打
つ
者
、
血
を
沸
ら
せ
る
若
武
者
、
立
石
台
へ
と
参
陣
し
た
人
々

は
、
正
に
そ
の
よ
う
な
人
達
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
じ
ゆ
う
り
ょ
う
む
ね
っ
ぐ
　
よ
え
も
ん
　
　
″

　
永
冨
家
に
お
い
て
も
、
源
十
郎
統
継
、
与
右
衛
門
、
九
郎
の
三
兄
弟

が
出
陣
し
ま
す
。
死
を
も
っ
て
大
友
主
家
へ
最
後
の
忠
誠
を
誓
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

　
三
人
は
、
生
前
に
建
立
す
る
「
逆
修
墓
」
（
写
真
参
照
）
を
隠
棲
し

て
い
た
地
の
野
津
原
郷
に
造
立
し
ま
す
。
兄
源
十
郎
を
中
央
に
し
、
右

に
与
右
衛
門
、
左
に
九
郎
の
三
基
の
石
塔
は
あ
た
か
も
大
丈
夫
な
武
人

が
並
ん
で
立
っ
て
い
る
よ
う
に
、
四
百
年
も
の
風
雪
に
耐
え
て
今
目
も

な
お
塔
に
託
し
た
切
な
る
願
い
を
偲
ば
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
立
石
の
要
害
を
陣
所
に
定
め
た
大
友
軍
と
中
津
を
発
し
た
黒
田
軍

は
、
か
っ
て
朝
鮮
出
兵
で
は
共
に
戦
っ
た
同
志
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
慶
長
五
年
（
ブ
ハ
○
○
）
九
月
十
二
目
夜
半
、
陣
中
冴
え
渡
る
月
光

の
下
、
三
兄
弟
は
今
生
の
別
れ
の
杯
を
交
わ
し
ま
し
た
。
明
け
て
十
三

日
払
暁
、
石
塩
原
合
戦
の
火
ぶ
た
は
切
っ
て
落
と
さ
れ
ま
し
た
。
大
坂

方
将
兵
七
、
八
百
、
黒
田
方
三
千
程
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
鏑
矢
を

放
ち
合
う
開
戦
の
儀
式
。
礼
を
弁
え
た
武
士
の
荘
厳
華
麗
な
合
戦
絵
巻

が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
我
こ
そ
は
と
名
乗
り
を
上
げ
、
名
こ

そ
惜
し
け
れ
と
、
こ
こ
を
先
途
に
獅
子
奮
迅
の
戦
い
ぶ
り
で
あ
り
ま
し

た
。
命

け
た
男
の
晴
れ
舞
台
で
も
あ
り
ま
し
た
。
壮
厳
で
壮
絶
な

儀
式
の
終
焉
に
よ
り
、
や
が
て
戦
い
は
終
わ
り
ま
す
。
も
の
の
あ
わ
れ

を
知
り
た
る
よ
き
人
、
豊
後
武
士
の
最
期
の
姿
が
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。

　
大
友
旧
臣
の
忠
魂
は
、
悠
久
の
時
の
流
れ
の
中
、
鶴
見
原
と
石
垣

原
の
自
然
の
暖
か
い
腕
に
抱
か
れ
て
永
久
に
消
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

　
　
よ
し
ひ
ろ
む
ね
ゆ
き
　
む
な
か
た
か
も
ん
　
　
　
た
お

ん
。
吉
弘
続
幸
、
宗
像
掃
部
ま
た
瞥
れ
、
永
冨
与
右
衛
門
、
九
郎
は
共

に
討
死
。
出
陣
し
た
野
津
原
郷
士
四
二
名
中
一
九
名
が
討
死
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。
源
十
郎
は
帰
郷
し
て
の
ち
死
者
の
数
の
五
輪
墓
を
造
り
、

霊
を
弔
い
供
養
し
続
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
写
真
参
照
）
。
「
多

恵
院
」
と
い
う
寺
院
跡
が
野
津
原
に
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
多
恵
と
い

う
言
葉
に
重
い
意
味
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
四
八
才
で
石
垣
原
に
出
陣
し

た
源
十
郎
で
し
た
が
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
九
六
才
ま
で
も
生
き
残

り
ま
し
た
。
彼
は
、
何
で
死
な
れ
よ
う
、
死
ん
で
た
ま
る
も
の
か
と
強

い
信
念
で
残
さ
れ
た
人
々
の
長
老
と
し
て
采
配
を
揮
い
、
天
寿
を
全
う

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
弓
矢
取
る
身
の
習
」
「
武
士
道
」
は
、
古
来
よ
り
日
本
人
の
造
、
人

間
の
正
し
い
生
き
方
の
指
針
の
Ｉ
つ
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
は

－44－



神
道
、
仏
教
、
儒
教
、
禅
の
教
え
が
深
く
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
う

の
で
す
。
社
殿
の
奥
に
は
、
正
し
い
人
の
姿
を
写
す
鏡
が
あ
り
ま
す
。

山
川
草
本
悉
皆
成
仏
、
こ
の
世
に
生
き
と
し
生
け
る
全
て
の
命
は
等
し

く
仏
に
な
れ
る
と
教
え
る
仏
教
。
仁
義
礼
智
信
、
長
幼
の
序
、
君
に
思
、

親
に
孝
、
心
に
行
持
を
持
て
と
諭
す
儒
教
や
禅
の
教
え
。
ま
た
幼
少
時

よ
り
、
昔
話
や
お
伽
噺
と
し
て
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
地
獄
へ
落
ち
、
良

い
こ
と
を
行
え
ば
極
楽
へ
行
け
る
と
語
り
続
け
て
来
ま
し
た
。
勧
善
懲

悪
を
体
で
覚
え
て
来
た
の
で
す
。

　
か
っ
て
こ
の
国
、
日
本
人
の
心
の
内
に
は
、
人
間
と
し
て
最
低
の
社

会
規
範
を
守
る
う
る
わ
し
い
精
神
、
淳
風
美
俗
が
厳
然
と
存
在
し
て
お

り
ま
し
た
。
日
本
人
の
世
界
に
誇
れ
る
こ
の
大
切
な
心
が
、
い
つ
の
頃

か
ら
か
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
昭
和
期
も
戦
後
、
経
済
の
効
率
の
み

を
追
い
続
け
て
精
神
の
所
在
を
見
失
い
、
心
の
充
た
さ
れ
な
い
空
し
さ

が
今
日
人
々
を
不
安
不
達
明
に
し
、
拠
り
ど
こ
ろ
を
失
わ
せ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
に
こ
そ
今
一
度
、
日
本
人
と
し
て
の

誇
り
と
自
信
を
取
り
戻
し
、
か
っ
て
の
淳
風
美
俗
を
思
い
返
し
、
僅
か

ず
つ
で
も
実
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
こ
の
国
の
未
来
も
明
る

い
光
が
差
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
石
垣
原
合
戦
に
臨
ん
だ
大
友
旧
臣
ら
の
精
神
的
土
壌
を
郷
土
の
誇
り

と
し
て
、
大
切
に
慈
し
み
正
し
く
伝
え
る
こ
と
が
私
達
の
務
め
だ
と
思

い
ま
す
。
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永冨家逆修塔（野津原）

永冨刑部少輔源十郎国春墓碑名
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