
小牧山

第９回

犬
山
城
主
の
織
田

お
　
だ

信
清

の
ぶ
き
よ

は
、
信
長
の
従

兄
弟
で
妹
婿
で
も
あ
り
な
が
ら
、
信
長
を

嫌
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、
美
濃
で

は
、
竹
中

た
け
な
か

半
兵
衛

は
ん

べ
　
え

・
安
藤
守
就

あ
ん
ど
う
も
り
な
り

が

稲
葉
山
城

い
な
ば
や
ま
じ
ょ
う

（
後
の
岐
阜
城
）
を
奪
取
す
る

ク
ー
デ
タ
ー
が
起
き
て
い
ま
す
。
永
禄
７

年
（
１
５
６
４
年
）
３
月
の
こ
と
で
す
。

清
須
か
ら
小
牧
山
に
居
城
を
移
し
た
信

長
は
、
信
清
の
家
老
の
中
島
豊
後

な
か
じ
ま
ぶ
ん
ご

と

和
田
新
助

わ
だ
し
ん
す
け

の
二
人
に
密
使
を
送
っ
て
寝
返

る
よ
う
説
き
、
彼
ら
を
内
応
さ
せ
ま
し
た
。

同
年
８
月
、
信
長
の
軍
勢
は
犬
山
城
を
囲

み
、
始
め
か
ら
信
長
と
戦
う
気
の
な
い
両

家
老
は
防
戦
準
備
を
せ
ず
、
自
分
た
ち
の

娘
を
人
質
に
和
睦
を
願
い
出
て
降
伏
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
信
清
は
、
甲
斐

か

い

の
武
田

信
玄
の
も
と
に
落
ち
延
び
、
落
髪
し
て
お

伽
衆
に
加
え
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
う

し
て
信
長
は
、
犬
山
を
無
血
開
城
さ
せ
た

の
で
す
。
な
お
、
犬
山
城
攻
略
の
年
次
に

は
、
異
説
が
あ
り
ま
す
。

信
長
は
、
次
の
攻
略
目
標
を
美
濃
国

み
の
の
く
に

に

定
め
ま
し
た
。
堅
城
稲
葉
山
城
を
攻
略
す

る
に
は
、
ま
ず
墨
俣

す
の
ま
た

の
地
に
拠
点
と
な
る
城

を
築
く
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
そ
こ
で
、
永

禄
９
年
（
１
５
６
６
年
）、
兵
力
の
２
／
３

を
当
て
て
築
城
に
掛
か
る
よ
う
木
下
藤
吉
郎

き
の
し
た
と
う
き
ち
ろ
う

（
後
の
豊
臣
秀
吉
）
に
命
じ
ま
し
た
。

木
曾
の
山
で
城
造
り
の
材
木
を
準
備
し
、

大
小
長
屋
10
棟
、
楼
10
基
、
塀
２
千
間
、
柵

５
万
本
分
の
材
木
を
、
９
月
12
日
の
夜
間
に

木
曾
川
上
流
か
ら
い
か
だ
に
組
ん
で
運
び
込

み
ま
し
た
。
昼
頃
に
は
、
美
濃
勢
が
盛
ん
に

鉄
砲
を
撃
ち
か
け
て
き
ま
し
た
が
、
応
戦
し

な
が
ら
馬
防
柵
５
万
本
を
組
立
て
ま
し
た
。

14
日
に
は
２
千
も
の
兵
が
攻
め
寄
せ
、
死
者

33
人
を
出
し
な
が
ら
も
敵
を
退
か
せ
、
翌
15

日
に
は
信
長
軍
１
、
５
０
０
人
を
迎
え
入
れ

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
こ
の
墨
俣
一
夜

城
の
伝
説
は
後
の
時
代
に
作
ら
れ
た
よ
う
で

す
が
、
こ
の
出
城
築
城
の
成
功
は
、
美
濃
攻

略
へ
の
大
き
な
足
が
か
り
と
な
り
ま
し
た
。

次
い
で
信
長
は
、
美
濃
三
人
衆

み
の
さ
ん
に
ん
し
ゅ
う

の
安
藤
守

就
、
稲
葉
一
鉄

い
な
ば
い
っ
て
つ

、
氏
家
卜
全

う
じ
い
え
ぼ
く
ぜ
ん
に
密
使
を
送
っ

て
味
方
に
取
込
み
、
斎
藤
氏
の
勢
力
を
大
き

く
削
ぐ
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
そ
し
て
永

禄
10
年
（
１
５
６
７
年
）
９
月
、
美
濃
に
攻

め
込
ん
だ
信
長
は
、
稲
葉
山
城
下
井
の
口
を

焼
き
払
い
、
城
を
裸
城
同
然
と
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
城
主
の
斎
藤
龍
興

さ
い
と
う
た
つ
お
き
は
降
伏
し
、
舟

で
川
を
く
だ
り
長
島
（
現
桑
名
市
長
島
町
）

に
落
ち
延
び
ま
し
た
。
残
酷
無
比
の
よ
う
に

い
わ
れ
る
信
長
も
、
こ
の
時
は
温
情
を
み
せ

て
龍
興
を
見
逃
し
た
の
で
す
。

信
長
は
稲
葉
山
を
岐
阜
と
改
め
、
多
く
の

安
堵
状

あ
ん
ど
じ
ょ
う
を
寺
社
・
町
人
に
与
え
ま
し
た
。
特

に
岐
阜
加
納
市
場
に
は
、
多
く
の
禁
令
制
札

を
発
し
、
往
来
の
自
由
や
諸
税
免
除
の
触
を

出
し
て
い
ま
す
。

稲
葉
山
城
陥
落
に
よ
り
、
信
長
は
広
大
な

濃
尾
平
野
一
帯
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
信
長
の
政
治
環
境

に
も
変
化
が
現
れ
、
朝
廷
か
ら
は
正
親
町

お
お
ぎ
ま
ち

天

皇
の
綸
旨

り
ん
じ

が
下
り
、
尾
張
・
美
濃
両
国
の

禁
裏
御
料
所

き
ん
り
ご
り
ょ
う
し
ょ

の
多
く
が
回
復
し
ま
し
た
。
こ

の
美
濃
入
国
後
、
信
長
は
「
天
下
布
武

て
ん
か
ふ
ぶ

」
の

印
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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