
小牧山

第８回

信
長
の
次
の
目
標
は
、
美
濃
攻
め
で
す
。

清
須
城
は
常
に
五
条
川
が
氾
濫

は
ん
ら
ん

し
て
い

て
、
兵
の
移
動
が
困
難
な
た
め
、
信
長
は

小
牧
山
に
城
を
移
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
住
み
慣
れ
た
清
須
を
離
れ
ろ
と

家
臣
に
命
じ
れ
ば
、
不
満
が
で
る
の
は
目

に
見
え
て
い
ま
す
。
な
ら
ば
、
と
て
も
住

め
ぬ
様
な
辺
地
を
あ
げ
た
後
に
、
改
め
て

良
い
地
を
示
せ
ば
、
喜
ん
で
従
う
だ
ろ
う

と
考
え
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
二
宮
山

に
の
み
や
や
ま

（
犬
山
市
楽

田
の
本
宮
山

ほ
ん
ぐ
う
さ
ん

）
に
城
を
建
て
る
よ
う
に
命

じ
ま
し
た
。
そ
こ
は
高
い
山
で
、
住
み
に

く
い
う
え
に
河
川
か
ら
も
遠
く
、
荷
物
の

運
搬
が
困
難
な
土
地
で
す
。
家
臣
達
は
何

故
そ
の
様
な
場
所
に
城
を
築
こ
う
と
す
る

の
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
佐
久
間

さ

く

ま

右
衛
門

う
え
も
ん

は
楽
田
城
代

が
く
で
ん
じ
ょ
う
だ
い
の
坂
井
右
近
う
こ
ん

、
佐
々
さ
っ
さ

成
政
な
り
ま
さ

や

家
臣
の
余
語

よ

ご

正
明
ま
さ
あ
き

に
相
談
し
ま
し
た
。
皆

に
不
評
の
二
宮
山
移
転
を
何
と
か
殿
に
思

い
と
ど
ま
っ

て
も
ら
え
な

い
だ
ろ
う

か
、
と
。
話

合
い
の
結

果
、
美
濃
攻

略
に
都
合
が

良
く
、ま
た
、

住
み
よ
い
小
牧
山
へ
の
築
城
を
提
案
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
彼
ら
の
進
言
を
聞

い
た
信
長
は
、
内
心
に
ん
ま
り
と
し
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
小
牧
山
築
城
は
永
禄
６

年
（
１
５
６
３
年
）、
重
臣
の
丹
羽
長
秀

を
作
事

さ
く
じ

奉
行
ぶ
ぎ
ょ
う

に
命
じ
て
実
施
し
ま
し
た
。

城
の
材
木
は
八
曽

は
っ
そ

山
か
ら
切
り
出
し
た

と
い
い
ま
す
。

小
牧
山
の
城
の
構
え
は
、
山
の
中
腹
か

ら
山
麓
に
か
け
て
、
信
長
の
居
館
、
正

室
・
側
室
の
座
敷
、
重
臣
た
ち
の
屋
敷
、

山
麓
の
南
の
平
地
に
は
、
侍
屋
敷
、
神
社

や
寺
、
足
軽
長
屋
、
厩

う
ま
や
、
倉
庫
な
ど
が
配

置
さ
れ
、
城
下
町
に
は
、
商
工
の
職
人
達

を
清
須
か
ら
移
住
さ
せ
、
町
は
鍛
冶
屋

か

じ

や

町
・
新し
ん

町
・
油
あ
ぶ
ら
町
・
紺
屋
こ
う
や

町
・
御
園
み
そ
の

町
な

ど
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、
小
牧
城
下
町

概
念
図
（
小
牧
神
明
社
旧
蔵
）
に
よ
れ
ば
、

小
牧
山
東
の
合
瀬
川
よ
り
西
に
南
北
に
約

１
・
５
km
、
東
西
約
１
km
、
南
に
堀
を
設

け
て
敷
地
と
し
ま
し
た
。
図
面
に
は
、
武

家
屋
敷
、
馬
揃

う
ま
ぞ
ろ
え
広
場
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
新
町
に
武
家
屋
敷
が
あ
っ
た
こ

と
が
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
明
ら
か

に
な
っ
て
い
ま
す
。
発
掘
さ
れ
た
食
器
類

や
雑
用
品
等
か
ら
、
当
時
の
日
常
生
活
が

推
察
で
き
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
永
禄
６
年
は
金
神
七
殺

こ
ん
じ
ん
し
ち
さ
つ

（
金
神
は
暦
神
の
一
つ
）
に
あ
た
り
、
そ
れ

を
犯
せ
ば
祟
り
が
あ
る
と
人
々
が
言
う
の

で
、
城
の
鬼
門
に
あ
た
る
方
角
に
清
須
の

御
園
神
明
社
を
勧
進
し
て
鬼
門
鎮
守

ち
ん
じ
ゅ

と
し

ま
し
た
。

信
長
は
、
そ
こ
に
住
む
人
々
が
安
心
し

て
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
、
何
事
も
皆
の

意
見
を
よ
く
聞
い
て
行
っ
た
人
で
、
決
し

て
「
う
つ
け
者
」
で
は
な
く
、
人
情
の
深

い
人
で
し
た
。

「
町
人
の
信
頼
な
く
し
て

町
は
つ
く
れ
ず
」
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