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長
宗
我
部
軍
の
中
で
目
覚
ま
し

い
働
き
を
し
た
の
が
「
一
領
具

足
」
で
し
た
。
彼
ら
は
１
～
３
町

ぐ
ら
い
の
田
地
を
持
ち
、
平
素
は

田
を
耕
す
半
農
半
士
で
し
た
。
農

耕
に
出
る
と
き
に
は
、
城
か
ら
陣

触
れ
の
ホ
ラ
貝
の
音
が
聞
こ
え
て

く
る
と
す
ぐ
に
出
陣
で
き
る
よ
う

に
、
い
つ
も
や
り
と
よ
ろ
い
を
田

畑
の
傍
ら
に
置
い
て
い
ま
し
た
。

具
足
は
一
領
、
馬
は
替
え
馬
な
し

の
一
頭
で
戦
場
を
走
り
回
る
た
め

に
、
そ
の
名
が
で
き
ま
し
た
。
元

親
は
こ
う
し
た
農
民
的
武
士
を
地

域
ご
と
に
組
織
化
し
て
い
ま
し
た
。

　

織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
な
ど
の

中
央
で
は
、
兵
農
分
離
が
行
わ
れ

つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
土

佐
は
前
面
を
太
平
洋
に
囲
ま
れ
、

後
方
は
四
国
山
地
が
途
切
れ
る
こ

と
な
く
非
常
に
険
し
く
海
に
落
ち

込
ん
で
い
て
、
い
わ
ば
万
里
の
長

城
に
囲
ま
れ
た
よ
う
な
土
地
で
、

信
長
の
よ
う
な
政
策
を
し
て
も
、

兵
を
維
持
し
て
い
く
だ
け
の
年
貢

米
を
集
め
る
こ
と
は
不
可
能
に
近

か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

長
宗
我
部
軍
で
活
躍
し
た
一
領

具
足
の
子
孫
が
、
幕
末
に
脱
藩
し
、

倒
幕
に
立
ち
上
が
っ
た
多
く
の
郷

士
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
の
事

実
か
ら
も
長
宗
我
部
の
精
神
が
後

世
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
が
よ
く

分
か
り
ま
す
。
長
宗
我
部
と
い
え

ば
一
領
具
足
、
土
佐
と
い
え
ば
一

領
具
足
と
い
え
ま
す
。
龍
馬
の
原

点
が
一
領
具
足
と
い
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

領
国
の
経
営

長
宗
我
部
地
検
帳
（
国
重
要
文
化
財
）

　

検
地
は
年
貢
取
り
立
て
の
台
帳

作
成
の
た
め
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

土
地
の
状
況
や
村
の
姿
な
ど
が
想

定
で
き
る
貴
重
な
史
料
と
し
て
残

っ
て
い
ま
す
。

長
宗
我
部
百
箇
条

　

豊
臣
政
権
下
で
の
領
国
経
営
の

た
め
に
多
く
の
掟
が
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
の
宅
間

一
之
館
長
に
、
波
乱
に
満
ち
た
元

親
の
生
涯
を
熱
く
語
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
土
佐
の
ま
ほ
ろ

ば
地
区
振
興
協
議
会
の
村

上
隆
夫
会
長
の
案
内
で
、

岡
豊
城
跡
を
学
習
し
な
が

ら
散
策
し
ま
し
た
。
岡
豊

城
跡
の
詰
（
最
上
）
に
立

つ
と
、
木
々
の
間
か
ら
高

知
平
野
が
一
望
で
き
ま
す
。

周
辺
に
は
、
国
分
寺
跡
、

比
江
廃
寺
、
小
蓮
古
墳
な

ど
の
史
跡
が
あ
り
ま
す
。

「
こ
こ
は
歴
史
の
宝
庫
。

ロ
マ
ン
の
国
な
ん
で
す
」

と
、
村
上
会
長
。
週
末
に

は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

岡
豊
山
は
、
道
路
の
建

設
な
ど
に
よ
り
変
化
を
余

一領具足のよろい
（四万十市立郷土資料館所蔵）

地検帳掟書

儀
な
く
さ
れ
た
部
分
も
あ
り
ま
す

が
、
幸
い
に
も
、
南
斜
面
は
手
付

か
ず
で
残
っ
て
い
ま
す
。
発
掘
調

査
や
保
存
が
急
が
れ
ま
す
。

　

南
国
市
に
は
、
「
土
佐
の

ま
ほ
ろ
ば
」
と
言
わ
れ
る
所

が
あ
り
ま
す
。

　

長
宗
我
部
氏
が
長
年
の
歳

月
を
か
け
民
を
思
い
、
国
の

繁
栄
と
永
地
を
願
い
、
居
城

跡
地
周
辺
に
国
分
寺
や
岡
豊

八
幡
宮
な
ど
多
く
の
史
跡
を

残
し
て
い
っ
た
思
い
の
深
い

土
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
特

集
の
取
材
を
通
じ
て
あ
ら
た

め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

高
知
県
で
も
随
一
の
土
地

が
、
私
た
ち
の
身
近
な
岡
豊

城
跡
周
辺
に
「
ま
ほ
ろ
ば
の

里
」
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
、
誇
り
が
持
て
た
こ

と
を
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。

岡
豊
城
の
山
（
詰
）
に
立
ち
、

し
ば
し
長
宗
我
部
国
親
・
元

親
の
当
時
の
風
を
感
じ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
土
佐
の
ま
ほ

ろ
ば
地
区
振
興
協
議
会
の
皆

さ
ん
と
一
緒
に
私
た
ち
市
民

も
、こ
の
「
ま
ほ
ろ
ば
の
里
」

を
守
り
、
後
世
に
伝
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感

じ
た
取
材
で
も
あ
り
ま
し
た
。

宅間一之館長

村上隆夫会長 岡豊城跡の詰

渡
邊
毅
広
報
委
員
長

　
　
　
　

コ
メ
ン
ト

岡豊城跡周辺

小紋22

　

龍
馬
に
つ
な
が
る
「
一
領
具
足
」

小紋22

　

文
化
人
元
親

小紋22

　

後
世
に
残
そ
う
「
ま
ほ
ろ
ば
の
里
」

特集／戦国武将　長宗我部元親

修
学
・
教
養
の
勧
め

　

元
親
は
美
濃
の
国
か
ら
正
室
を

迎
え
ま
し
た
。
こ
の
人
脈
を
使
い
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
人
を
岡
豊
の
地

に
招
き
、
子
や
家
臣
に
修
学
を
勧

め
ま
し
た
。

　

手
習
い
、
文
学
、
太
鼓
、
笛
、

礼
式
、
和
歌
な
ど
の
文
化
的
教
養

を
身
に
つ
け
さ
せ
、
馬
、
や
り
、

太
刀
、
弓
、
鉄
砲
な
ど
も
修
業
さ

せ
ま
し
た
。

文
化
財
・
史
跡

　

元
親
は
寺
社
の
修
理
や
改
築
、

寄
進
な
ど
を
積
極
的
に
行
っ
て
い

ま
す
。

岡
豊
城
跡
（
国
指
定
史
跡
）

　

長
宗
我
部
氏
の
居
城
で
あ
り
、

土
佐
の
中
世
城
郭
を
代
表
す
る
城

跡
。

岡
豊
別
宮
八
幡
宮

　

岡
豊
城
の
す
ぐ
北
に
あ
り
、
元

親
の
信
仰
厚
く
出
陣
の
際
は
戦
勝

を
祈
願
し
ま
し
た
。

土
佐
国
分
寺
金
堂
（
国
指
定
重
要

文
化
財
）

　

１
５
５
８
（
永
禄
元
）
年
に
元

親
が
再
建
。
元
親
の
功
績
を
不
朽

に
伝
え
る
文
化
財
と
さ
れ
る
も
の

で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
高
知
市
に
も
元
親

が
再
建
し
た
土
佐
神
社
の
社
殿

（
国
指
定
重
要
文
化
財
）
、
元
親

初
陣
の
銅
像
が
建
つ
若
宮
八
幡
宮
、

長
宗
我
部
氏
が
代
々
寺
奉
行
を
務

め
、
保
護
し
た
吸
江
庵
跡
（
県
指

定
史
跡
）
、
元
親
の
墓
（
県
指
定

史
跡
）
、
長
宗
我
部
氏
に
代
わ
り

入
国
し
た
山
内
氏
に
抵
抗
し
敗
れ

た
一
領
具
足
の
碑
な
ど
、
た
く
さ

ん
の
長
宗
我
部
氏
ゆ
か
り
の
史
跡

が
あ
り
ま
す
。
ゆ
か
り
の
地
を
訪

ね
歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

Ｎ


