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信
長
・
秀
吉
・
家
康
の
城
を
読
み
解
く

長
崎
県
　
　

木

　

原

　

文

　

太

一　

信
長
の
神
殿

　

日
本
史
上
、
安
土
城
天
主
ほ
ど
豪
壮
華
麗
か
つ
ユ
ニ
ー
ク
な
城
郭
は
他
に

存
在
し
な
い
。
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
あ
る
と

は
思
え
な
い
、
と
て
も
壮
大
な
も
の
」
と
絶
賛
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て

い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
天
主
が
安
土
山
の
山
頂
に
そ
び
え
立
っ
て
い
た
の
は
、
わ

ず
か
三
年
の
間
だ
け
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
本
能
寺
の
変
の
約
二
週
間
後
、

放
火
に
よ
っ
て
紅
蓮
の
炎
に
包
ま
れ
て
そ
の
姿
を
消
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
幻
の
城
の
全
容
を
な
ぜ
現
代
の
我
々
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
え

ば
、
愛
知
産
業
大
学
元
学
長
・
内
藤
昌
氏
が
安
土
城
の
設
計
図
を
発
見
し
、

そ
の
復
元
に
成
功
し
た
か
ら
だ
。

　

そ
の
よ
み
が
え
っ
た
安
土
城
天
主
の
中
で
一
際
目
を
引
く
の
は
、
八
角
形

で
柱
が
朱
色
に
塗
ら
れ
た
六
層
の
部
分
と
、
金
箔
が
貼
ら
れ
た
七
層
の
部
分

だ
ろ
う
。
こ
の
六
層
七
層
部
分
は
実
物
大
で
復
元
さ
れ
、
安
土
城
跡
の
す
ぐ

近
く
に
あ
る
「
安
土
城
天
主　

信
長
の
館
」
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

大
変
に
色
彩
豊
か
で
あ
る
と
同
時
に
個
性
的
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
、
見
学
者
は
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
の
安
土
城
天
主
の
独
創
的
な
デ
ザ
イ
ン
は
信
長
や
小
説「
火
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天
の
城
」
の
主
人
公
で
も
あ
る
岡
部
又
右
衛
門
な
ど
が
全
て
一い
ち

か
ら
考
え
た

も
の
で
あ
り
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
建
物
は
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

　

私
は
安
土
城
天
主
六
層
の
モ
デ
ル
は
同
じ
八
角
形
の
建
物
で
あ
る
法
隆

寺
・
夢
殿
で
あ
り
、
七
層
の
モ
デ
ル
は
金
閣
寺
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
と
想
像
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
お
れ
は
聖
徳
太
子
や
足
利
義
満

を
超
越
し
た
地
上
の
神
だ
」
と
い
う
信
長
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
信
長
は
神
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
だ
な
ん
て
、
あ
ん
た
何
バ
カ
み
た
い

な
こ
と
言
っ
て
ん
の
」
と
い
う
人
に
対
し
て
は
、作
家
の
井
沢
元
彦
氏
が
「
あ

な
た
た
ち
は
、
日
光
東
照
宮
を
知
ら
な
い
の
か
？
」（「
英
傑
の
日
本
史　

信

長
・
秀
吉
・
家
康
編
」　

角
川
文
庫
）
と
い
う
言
葉
で
反
論
し
て
い
る
。
信

長
は
生
前
か
ら
神
に
な
る
こ
と
を
宣
言
し
、
現
人
神
の
天
皇
家
に
対
抗
し
よ

う
と
し
た
お
そ
ら
く
最
初
の
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
真
似
た
か
ら
こ
そ
秀
吉

は
豊
国
大
明
神
に
、
家
康
は
東
照
大
権
現
や
「
神
君
家
康
公
」
に
な
る
こ
と

に
成
功
し
た
の
だ
。

　

そ
の
信
長
の
後
継
者
と
し
て
天
下
を
統
一
し
た
の
は
豊
臣
秀
吉
で
あ
る

が
、
秀
吉
が
作
っ
た
城
と
言
え
ば
「
太
閤
は
ん
の
城
」
と
し
て
有
名
な
大
阪

城
だ
ろ
う
。
実
は
こ
の
大
阪
城
に
も
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
。

二　

大
阪
人
の
大
阪
城

　

現
在
の
大
阪
城
天
守
閣
は
三
代
目
の
天
守
閣
で
あ
る
。
初
代
は
言
わ
ず
と

知
れ
た
豊
臣
秀
吉
が
築
き
、
二
代
目
は
豊
臣
家
滅
亡
後
の
江
戸
時
代
初
期
に

徳
川
家
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
の
だ
が
、
す
ぐ
に
火
事
で
燃
え
て
し
ま
っ
た

た
め
に
長
い
期
間
、
大
坂
城
に
は
天
守
閣
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

大
阪
市
民
の
寄
付
に
よ
っ
て
昭
和
六
年
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
再
建
さ
れ

た
の
が
現
在
の
天
守
閣
で
あ
る
。

　

こ
の
「
豊
臣
が
築
き
、
徳
川
が
成
長
さ
せ
、
大
阪
市
民
の
力
に
よ
っ
て
復

活
し
た
」
大
阪
城
天
守
閣
は
戦
時
中
の
一
ト
ン
爆
弾
の
直
撃
に
も
耐
え
た

後
、
今
も
大
阪
を
代
表
す
る
建
物
と
し
て
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る

の
だ
が
、
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
実
に
奇
妙
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

私
は
あ
る
時
気
が
付
い
た
。
そ
れ
は
一
層
か
ら
四
層
の
部
分
（
白
い
階
層
）

は
二
代
目
の
徳
川
時
代
の
形
式
で
建
て
ら
れ
て
い
て
、
五
層
（
最
上
階
）
の

部
分
（
黒
い
階
層
）
は
初
代
の
豊
臣
時
代
の
形
式
で
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
が
い
か
に
変
な
構
造
で
あ
る
の
か
を
タ
ワ
ー
に
例
え
て
説
明

す
る
と
、
一
階
か
ら
四
階
の
部
分
は
東
京
タ
ワ
ー
で
で
き
て
い
て
、
最
上
階

部
分
が
通
天
閣
で
で
き
て
い
る
タ
ワ
ー
を
「
大
阪
タ
ワ
ー
」
と
称
し
て
大
阪

の
シ
ン
ボ
ル
に
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
、
と
表
現
す
れ
ば
分
か
り
易
い
だ

ろ
う
か
。
衣
装
に
例
え
る
と
、
上
に
背
広
を
着
て
下
に
袴
を
は
く
よ
う
な
も

の
だ
。

　

で
は
な
ぜ
、
こ
の
三
代
目
の
大
阪
城
天
守
閣
は
上
下
で
統
一
性
の
な
い
奇

妙
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

実
は
簡
単
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
天
守
閣
は
「
徳
川
」
の
上
に
「
豊

臣
」
を
乗
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ウ
チ
ら
は
徳
川
は
ん
よ
り
も
、
太
閤
は

ん
の
方
が
好
き
や
ね
ん
」
と
い
う
大
阪
市
民
の
熱
烈
な
思
い
を
ス
ト
レ
ー
ト

に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
別
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
と
、
大
阪
城
天
守

閣
は
秀
吉
と
い
う
一
代
の
英
雄
が
、
い
か
に
大
阪
市
民
に
人
気
が
あ
る
の
か

を
示
し
た
記
念
碑
だ
と
も
言
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
。
大
阪
人
が
持
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
イ
メ
ー
ジ
を
野
球
選
手
に
例
え
れ
ば
、
さ
し
ず
め
秀
吉
が
長
嶋
茂

雄
で
家
康
が
野
村
克
也
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
両
者

を
大
胆
に
も
上
下
に
合
体
さ
せ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
、
大
阪
人
の
セ
ン
ス
と
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い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
秀
吉
死
後
に
天
下
を
掌
握
し
た
徳
川
家
康
も
、
江
戸
城
や
名
古
屋
城

と
い
っ
た
巨
大
な
城
を
い
く
つ
も
造
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
中
で
最
も
築
城
当

時
の
面
影
を
残
し
て
い
る
城
は
京
都
の
二
条
城
だ
ろ
う
。
そ
の
二
条
城
に
も

例
に
よ
っ
て
面
白
い
特
徴
が
あ
る
の
だ
。

三　

二
条
城
の
秘
密

　

二
条
城
は
天
守
閣
こ
そ
落
雷
で
焼
失
し
た
も
の
の
、
城
の
敷
地
内
に
は
数

多
く
の
建
築
物
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
最
も
有
名
な
建
物
は
、
修
学

旅
行
の
観
光
地
と
し
て
定
番
に
な
っ
て
い
る
二
の
丸
御
殿
だ
ろ
う
。

　

私
は
そ
の
二
条
城
二
の
丸
御
殿
を
鑑
賞
し
て
い
る
時
に
気
が
つ
い
た
こ
と

が
あ
る
。そ
れ
は
、二
の
丸
御
殿
は
玄
関
か
ら
奥
の
部
屋
に
行
く
に
従
っ
て
、

次
第
に
床
の
高
さ
が
階
段
状
に
高
く
な
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
天
井
や
金
具

等
の
飾
り
付
け
が
豪
華
あ
る
い
は
洗
練
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
だ
。

　

で
は
、
な
ぜ
同
じ
建
物
内
に
そ
の
よ
う
な
格
の
違
い
を
設
け
た
の
か
と
い

え
ば
、
建
物
は
一
番
偉
い
人
か
ら
順
番
に
一
番
奥
の
部
屋
か
ら
使
っ
て
い

く
、
と
い
う
不
文
律
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
伴
い
、

二
の
丸
御
殿
は
玄
関
か
ら
奥
に
行
く
に
従
っ
て
次
第
に
格
式
と
床
が
上
が
っ

て
い
く
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

具
体
的
に
説
明
す
る
と
、
二
の
丸
御
殿
は
手
前
か
ら
奥
に
向
か
っ
て
車
寄

（
く
る
ま
よ
せ
）、遠
侍
（
と
お
ざ
む
ら
い
）、式
台
（
し
き
だ
い
）、大
広
間
、

蘇
鉄
の
間（
そ
て
つ
の
ま
）、黒
書
院
、白
書
院
の
順
に
並
ん
で
い
る
の
だ
が
、

二
条
城
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
は
、
最
も
格
式
の
高
い
部
屋
は
大
政
奉

還
が
行
わ
れ
た
大
広
間
の
一
の
間
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。（
図
を
参
照
）

　

し
か
し
外
様
大
名
が
入

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
大

広
間
ま
で
で
、
親
藩
・
譜

代
大
名
が
入
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
黒
書
院
ま
で

で
、
将
軍
の
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
空
間
で
あ
っ
た
白
書
院

に
入
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
原
則
、
将
軍
を
含
む
ご

く
一
部
の
人
々
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の

中
で
最
も
「
神
聖
」
な
部

屋
は
白
書
院
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
何
し
ろ
、
白
書
院
は
二
条
城
の
「
大
奥
」

な
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
こ
の
建
物
も
手
前
（
車
寄
）
か
ら
奥
（
白
書
院
）

に
向
か
っ
て
次
第
に
床
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
が
現
場

で
目
視
に
よ
り
確
認
し
た
。

　

私
事
で
恐
縮
だ
が
、
私
の
親
戚
が
住
ん
で
い
る
築
二
百
年
の
古
民
家
も
、

仏
壇
が
置
い
て
あ
る
部
屋
は
玄
関
か
ら
一
番
奥
で
、
や
は
り
床
が
高
く
な
っ

て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
数
百
年
の
時
を
経
た
現
代
で
は
、
日
本
人
の
平
均
寿
命
が
八
十

才
に
も
達
し
、
身
分
の
違
い
を
や
か
ま
し
く
言
う
時
代
で
は
な
く
な
っ
た
。

ま
た
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
強
化
ガ
ラ
ス
と
い
っ
た
便
利
な
材
料
も
容
易

に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
住
宅
や
公
共
施
設
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
、
つ
ま
り
部
屋
に
よ
っ
て
床
の
高
さ
を
変
え
な
い
よ
う
に
、
建
物
が

設
計
さ
れ
る
時
代
に
変
化
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。
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四　

お
わ
り
に

　

情
報
の
分
析
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
相
手
の
意
図
を
知
る
こ
と

だ
。

　

こ
れ
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
に
出
演
し
て
い
た
人
物
が
番
組
内
で
発
し
た

言
葉
な
の
だ
が
、
こ
の
発
言
は
「
歴
史
の
分
析
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ
と

は
当
事
者
の
意
図
を
知
る
こ
と
だ
」「
信
長
・
秀
吉
・
家
康
の
城
を
鑑
賞
あ

る
い
は
分
析
す
る
際
に
、
最
も
重
要
な
の
は
造
っ
た
人
物
の
意
図
を
知
る
こ

と
だ
」
と
派
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
「
意
図
」
に
気
が
付
く
と
、
現
代
の
我
々
は
戦
国
乱
世
の
英
雄
た
ち

や
幾
多
の
庶
民
と
時
を
越
え
て
感
情
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時

に
、
人
間
の
思
考
回
路
や
行
動
様
式
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
思
い

知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
具
体
例
を
最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
紹
介
し
て
お
こ
う
。
昭
和
十
三
年

に
完
成
し
た
愛
知
県
庁
舎
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
地
上
六
階
建
て
の

建
物
の
上
に
お
城
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
屋
根
が
乗
っ
て
い
る
が
（
帝
冠
様

式
と
呼
ば
れ
て
い
る
）、
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
建
物
を
設
計
し
た
意
図
は
何
か

と
い
え
ば
…
…　

い
や
、
慧
眼
な
読
者
と
名
古
屋
市
民
の
方
々
に
は
こ
れ
以

上
の
説
明
は
不
要
だ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
解
答
は
「
庁
舎
の
す
ぐ
目
の
前
に
あ

る
」
の
だ
か
ら
。


