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「「三潴出羽守政長三潴出羽守政長」」

関
川
村
上
関
の
荒
川
に
架
か
る
温
泉
橋
の
た
も
と
、う
っ
そ
う
と
し
た
杉
林
の
中
に
、戦
国
時
代
の
古
城
址
が
眠
っ
て
い
ま
す
。
草
む
す

林
内
に
残
る
空か

ら

堀ぼ
り

や
土ど

塁る
い

の
跡
は
明
瞭
で
、小
規
模
な
が
ら
本
丸
・
二
の
丸
・
三
の
丸
・
桝ま

す

形が
た

（
出
入
り
口
の
囲
み
）
な
ど
、し
っ
か
り
と

し
た
縄
張
り
（
設
計
の
こ
と
）
の
城
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
こ
が
、荒
川
城
と
も
呼
ば
れ
た
「
上
関
城
」。
城
の
主
は
三み

潴づ
ま

出で

羽わ

守の
か
み

政ま
さ

長な
が

。
栄
光
と
挫
折
の
果
て
に
、老
い
て
な
お
一
瞬
の
輝
き
を
求
め
た
武
将
。
知
ら
れ
ざ
る
城
の
知
ら
れ
ざ
る
城
主
の
物
語
で
す
。

「
色い

ろ

部べ

家か

中
ち
ゅ
う

の
動
揺
を
し
ず
め

よ
。」
三み

潴づ
ま

出で

羽わ
の

守か
み

政ま
さ

長な
が

が
受
け

取
っ
た
上
杉
謙
信
か
ら
の
指
令
で

す
。何
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

永え
い

禄ろ
く

十
二
年
（
一
五
六
九
年
）

の
こ
と
。
謙
信
は
、
自
分
に
敵
対

し
た
本ほ

ん

庄
じ
ょ
う

繁し
げ

長な
が

の
城
（
村
上
）
を

大
軍
で
攻
め
て
い
ま
し
た
。
一
月

九
日
夜
更
け
、大
激
戦
中
に
、謙
信

軍
の
大
将
の
一
人
、
平
林
城
主
色い

ろ

部べ

勝か
つ

長な
が

が
急
死
し
て
し
ま
い
ま

す
。
戦
死
と
書
い
て
あ
る
歴
史
書

も
あ
り
ま
す
。死
因
は
ど
う
あ
れ
、

合
戦
中
の
主
君
の
急
死
で
す
。
色

部
家
中
（
色
部
家
と
そ
の
家
臣
た

ち
）の
動
揺
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
後
の
謙
信
軍
の
戦
い
に
影
響

す
る
心
配
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
謙
信
は
、「
色
部
家
は

勝
長
の
子
弥や

三さ
ぶ

郎ろ
う

を
跡
継
ぎ
に
す

る
か
ら
、
家
中
の
者
に
よ
く
言
い

聞
か
せ
て
安
心
さ
せ
る
よ
う
に
」

と
、
出
羽
守
政
長
に
命
じ
、
突
然
色

部
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
年
少

の
弥
三
郎
顕あ

き

長な
が

を
後
見
さ
せ
た
の

で
す
。（
政
長
宛
謙
信
書
状
「
歴
代

古
案
」
）

出
羽
守
政
長
に
宛
て
た
謙
信
の

指
令
書
は
、
色
部
家
の
後
見
を
命

じ
た
後
に
、
長
い
続
き
が
あ
り
ま

し
た
。

越
後
国
内
の
状
況
や
武た

け

田だ

信し
ん

玄げ
ん

の
動
き
を
知
ら
せ
、「
本
庄
繁
長
の

城
は
す
ぐ
に
落
ち
る
か
ら
、
大
川

三
郎
次
郎
に
、
藤ふ

じ

掛か
け

城
じ
ょ
う

（
山
北
地

区
大
川
谷
）
の
攻
撃
を
急
が
せ
よ
。

そ
な
た
の
働
き
が
肝
心
だ
」
と
、
書

か
れ
て
い
ま
す
。

本
庄
繁
長
の
反
乱
は
、
武
田
信

玄
と
示
し
合
わ
せ
た
反
謙
信
の
動

き
で
す
。
大
川
三
郎
次
郎
は
謙
信

派
で
す
が
、
弟
二
人
が
繁
長
派
で

城
に
立
て
こ
も
っ
て
い
ま
し
た

（
渡
辺
三
省
「
本
庄
氏
と
色
部
氏
」
。

謙
信
は
、
出
羽
守
政
長
に
内
外
の

動
向
を
伝
え
た
上
で
、
こ
こ
は
も

た
も
た
し
て
い
る
場
合
で
は
な
い

ぞ
と
、
戦
い
の
指
令
を
出
し
て
い

た
の
で
す
。

出
羽
守
政
長
の
「
政
」
の
字
は
、

謙
信
の
元
の
名
前
、
政ま

さ

虎と
ら

の
一
字

を
与
え
ら
れ
た
も
の
。
そ
れ
だ
け

謙
信
の
信
頼
厚
い
家
臣
で
し
た
。

本
庄
城
攻
撃
の
こ
の
合
戦
で
は
、

謙
信
直
属
の
軍

い
く
さ

目め

付つ
け

（
監
察
役
）

を
務
め
て
い
た
の
で
す

上
関
の
地
は
、
奥
羽
に
通
じ
る

国
境
で
、
古
来
、
荒
川
通
り
と
呼
ば

れ
水
陸
の
重
要
地
点
で
し
た
。
江

戸
時
代
に
も
川
と
陸
の
番
所
（
関

所
の
こ
と
）
が
置
か
れ
、
米
沢
街

道
の
宿
場
と
し
て
栄
え
た
土
地
で

す
。中

世
の
上
関
城
は
、
古
代
の

「
桂

か
つ
ら
の

関せ
き

」
以
来
、
国
境
警
備
の
重
要

な
場
所
。
そ
の
地
に
、
な
ぜ
、
鎌
倉

幕
府
は
九
州
出
身
の
三
潴
氏
を
配

置
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
か
ら
は
、
筆
者
の
妄
想
で

す
。

源

み
な
も
と
の

義よ
し

経つ
ね

を
ひ
そ
か
に
奥
州

平
泉
ま
で
逃
が
す
た
め
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
各
地
に
残
る
義
経

逃
亡
伝
説
は
、
鎌
倉
幕
府
の
密
偵

（
ス
パ
イ
）
で
も
あ
っ
た
傀く

儡ぐ
つ

子し

（
旅
の
人
形
使
い
芸
人
）
た
ち
が
、

義
経
逃
亡
ル
ー
ト
に
煙
幕
を
張
る

た
め
、
言
い
ふ
ら
し
て
歩
い
た
。

源
み
な
も
と
の

頼よ
り

朝と
も

は
、
藤
原
氏
の
治
め
る

奥
州
を
手
に
入
れ
る
た
め
、
義
経

を
あ
え
て
逃
が
し
た
。
そ
の
ル
ー

ト
と
し
て
は
、
奥
羽
内
陸
の
奥
深

く
に
通
じ
る
上
関
の
地
は
最
適
。

そ
こ
へ
、
義
経
の
顔
を
知
っ
て
い

る
三み

潴づ
ま

左さ

衛え

門
も
ん
の

尉
じ
ょ
う

を
九
州
か
ら

わ
ざ
わ
ざ
呼
び
寄
せ
た
。

確
証
も
傍
証
も
な
く
、
し
ょ
せ

ん
、
空
想
の
域
を
出
な
い
話
で
は

あ
り
ま
す
が
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
。
こ
と
ほ
ど

さ
よ
う
に
、
羽
越
国
境
の
警
備
は

重
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

上
杉
謙
信
は
、
本ほ

ん

庄
じ
ょ
う

繁し
げ

長な
が

を
攻

め
る
に
あ
た
り
、
事
前
に
、
隣
国
米

沢
の
伊だ

達て

氏
や
庄
内
の
大だ

い

宝ほ
う

寺じ

氏

の
動
き
を
警
戒
し
て
国
境
の
警
備

強
化
を
命
じ
ま
す
。
永
禄
十
一
年

（
一
五
六
八
年
）
、
出
羽
守
政
長
の

子
左さ

こ

近ん
の

助す
け

長な
が

能よ
し

を
庄

し
ょ
う

厳ご
ん

城
じ
ょ
う

の
守
備

に
着
け
ま
し
た
。
庄
厳
城
は
、
村

上
市
朝
日
地
区
笹
平
に
あ
り
ま
し

た
（
横
山
貞
祐
「
上
関
城
跡
発
掘

調
査
報
告
書
」
）
。
村
上
の
地
か
ら

米
沢
や
庄
内
へ
通
じ
る
重
要
地
点

で
す
。
三
潴
父
子
は
、
上
関
城
と

庄
厳
城
で
、
国
境
の
警
備
を
受
け

持
っ
て
い
た
の
で
す
。

左
近
助
は
、
繁
長
降
伏
の
後
も

庄
厳
城
か
ら
離
れ
ず
、
結
局
十
二

年
も
の
長
い
間
、
こ
の
城
で
国
境

警
備
の
任
に
当
た
っ
て
い
ま
し

た
。そ

の
父
出
羽
守
政
長
は
、
上
関

城
主
と
し
て
国
境
警
備
に
当
た
る

ほ
か
、
下
越
後
一
帯
を
取
り
締
ま

る
役
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
政
長
の
活
躍
は
そ
れ
に
と
ど

ま
ら
ず
、
も
っ
と
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
い
た
の
で
す
。

本
庄
城
攻
撃
戦
の
八
年
前
、
永え

い

禄ろ
く

四
年
（
一
五
六
一
年
）
の
暮
れ

の
こ
と
で
す
。
出
羽
守
政
長
は
、
謙

信
の
命
で
、
室
町
幕
府
将
軍
足あ

し

利か
が

義よ
し

輝て
る

の
も
と
へ
使
者
と
し
て
上

じ
ょ
う

洛ら
く

（
京
へ
上
る
こ
と
）
し
て
い
ま
す
。

（
「
謙
信
公
御
書
集
」
）
。

こ
れ
に
は
、
い
き
さ
つ
が
あ
り

ま
し
た
。

そ
れ
よ
り
二
年
前
の
永
禄
二
年

の
こ
と
。
謙
信
は
五
千
の
軍
勢
で

上
洛
、
将
軍
義
輝
に
拝は

い

謁え
つ

（
位
の

高
い
人
に
会
う
こ
と
）
し
ま
し
た
。

義
輝
は
謙
信
の
人
物
力
量
を
見
込

み
、
大
い
に
頼
り
に
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

永
禄
三
年
、
謙
信
は
、上う

え

杉す
ぎ

憲の
り

政ま
さ

か
ら
関か

ん

東と
う

管か
ん

領れ
い

の
職
と
上
杉
家
を

譲
ら
れ
ま
す
。
将
軍
義
輝
は
、
謙

信
を
再
度
上
洛
さ
せ
、
正
式
に
関

東
管
領
の
任
命
を
行
い
た
い
と
心

待
ち
に
し
て
い
ま
し
た
。

永
禄
四
年
十
一
月
、
義
輝
は
、
謙

上
関
城
主
三
潴
氏
の
始
ま
り

は
、
鎌
倉
幕
府
が
、
古
代
か
ら
上
関

の
地
に
あ
っ
た
「
桂

か
つ
ら
の

関せ
き

」
の
関
所

役
人
に
、
三み

潴づ
ま

左さ

衛え

門
も
ん
の

尉
じ
ょ
う

を
任
命

し
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
（
「
関
川
村
史
」
）
。

三
潴
は
九
州
の
地
名
で
、
三
潴

氏
は
そ
こ
の
豪
族
で
し
た
。
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
で
人
気
を
上
げ

た
和わ

田だ

義よ
し

盛も
り

は
一
時
期
、
三み

づ

潴ま
の

荘
し
ょ
う

の
地
頭
で
し
た
。
関
川
村
を
含
む

奥お
く

山や
ま

荘
の
し
ょ
う
は
、
義
盛
の
弟
義よ

し

茂も
ち

が
地

頭
で
す
。
三
潴
左
衛
門
尉
が
桂
関

に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
和

田
兄
弟
の
つ
な
が
り
が
縁
で
は
な

い
か
と
の
説
が
あ
り
ま
す
（
横
山

一

上う
え

杉す
ぎ

謙け
ん

信し
ん

の
指
令

二

三み

潴づ
ま

出で

羽わ
の

守か
み

政ま
さ

長な
が

と
は

三

上
関
城
と
三
潴
氏

五

国
境
警
備
の
三
潴
父
子

四

上
関
城
は
奥
羽
へ
の
関
門
あ
の
義よ

し

経つ

ね

も

通
行
か
？

六

謙
信
の
命
で
、将
軍
義よ

し

輝て
る

の
も
と
へ

中
世
、
関
川
村
上
関
に
「
上
関
城
」
が
あ
っ
た
。
城
主
は
三
潴
氏
。
豊
臣

秀
吉
に
よ
っ
て
上
杉
景
勝
が
会
津
に
移
封
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
の
お
よ
そ
４

０
０
年
間
、
上
関
城
に
在
城
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
激
動
の
時
代
に
あ
っ

て
、
４
０
０
年
と
い
う
長
き
に
わ
た
っ
て
変
る
こ
と
な
く
上
関
城
の
主
と
し

て
勤
め
通
し
た
三
潴
氏
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
武
将
で
あ
っ
た
の

か
、
地
域
の
歴
史
研
究
家
、
渡
辺
伸
栄
さ
ん
に
執
筆
い
た
だ
い
た
。

渡辺伸栄 氏

筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

元
職
・
村
上
小
学
校
長
、
村
上
市
教
育

長
、
新
潟
大
学
特
任
教
授

現
在
・
新
潟
医
療
看
護
専
門
学
校
村
上
校

非
常
勤
講
師
、
関
川
村
歴
史
文
化
財
調
査

委
員
、
関
川
村
広
報
誌
に
「
古
文
書
で
タ

イ
ム
ス
リ
ッ
プ
・
江
戸
時
代
わ
が
村
の
暮

ら
し
」
連
載
中

▲

三
潴
氏
傍
系
三
潴
佐
左
衛
門
の
甲
冑
（
関
川
歴
史
館
所
蔵
）

←

貞
祐
「
上
関
城
跡
発
掘
調
査
報
告

書
」
）
。

ド
ラ
マ
で
ご
存
じ
の
和
田
合
戦

で
一
族
全
滅
の
和
田
氏
の
中
、
奥

山
荘
地
頭
の
和
田
氏
は
生
き
残

り
、
黒
川
氏
、
中
条
氏
と
な
っ
て
活

躍
し
ま
す
。

三
潴
氏
が
、
確
か
な
史
料
に
登

場
す
る
の
は
南
北
朝
時
代
の
一
三

四
四
年
。
黒
川
氏
の
所
領
争
い
に
、

調
査
介
入
し
た
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
（
「
新
潟
県
史
資
料
編
」
）
。
以

来
、
上
関
城
主
三
潴
氏
は
、越え

ち

後ご

守し
ゅ

護ご

の
家
臣
と
し
て
下
越
後
で
活
躍

の
跡
を
残
し
、
出
羽
守
政
長
の
父

掃か

部も
ん

介
の
す
け

利と
し

宣の
ぶ

の
代
か
ら
、
上
杉
謙

信
の
家
臣
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
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信
の
も
と
へ
使
者
を
送
り
、
上
洛

を
促
し
ま
す
。
し
か
し
、
謙
信
は

前
年
の
越
中
（
富
山
）
進
攻
に
続

き
、川
中
島
大
合
戦
、そ
し
て
度
々

の
関
東
出
兵
と
東と

う

奔ほ
ん

西せ
い

走そ
う

、
八は

ち

面め
ん

六ろ
っ

臂ぴ

の
超
多
忙
。
と
て
も
上
洛
の

余
裕
な
く
、
出
羽
守
政
長
を
使
者

に
し
て
、
事
情
説
明
方
々
関
東
管

領
任
命
の
御
礼
に
参
上
さ
せ
た
と

い
う
わ
け
で
す
。

年
明
け
て
永
禄
五
年
一
月
、
無

事
使
命
を
果
た
し
た
出
羽
守
政
長

は
、
将
軍
義
輝
か
ら
肥ひ

前ぜ
ん

国く
に

吉よ
し

の

名
刀
を
拝は

い

領
り
ょ
う

（
位
の
高
い
人
か
ら

も
の
を
い
た
だ
く
こ
と
）
し
て
帰

国
し
て
い
ま
す
。
政
長
は
、
謙
信

の
外
交
官
と
し
て
も
大
活
躍
し
て

い
た
の
で
す
。

新
発
田
市
（
旧
豊
浦
町
）
の
下

中
ノ
目
地
区
の
広
大
な
水
田
地
帯

の
中
に
、
ポ
ツ
ン
と
小
山
が
残
っ

て
い
ま
す
。
能の

う

化け

山や
ま

と
い
う
そ
う

で
す
。
寄
っ
て
見
る
と
、
立
派
な

石
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。

読
む
と
、
水み

ず

間ま

出で

羽わ
の

守か
み

則の
り

長な
が

と

い
う
人
物
が
こ
の
地
に
住
み
、
天

正
十
四
年
（
一
五
八
六
年
）
、
上
杉

景か
げ

勝か
つ

が
新
発
田
重し

げ

家い
え

を
攻
撃
し
た

と
き
の
戦
い
で
、
家
臣
の
細ほ

そ

野の

兼か
ね

則の
り

と
と
も
に
戦
死
、
二
人
の
遺い

骸が
い

を
こ
の
能
化
山
に
葬

ほ
う
む

っ
た
と
あ
り

ま
す
。

部べ

氏
や
小お

田だ

切ぎ
り

氏
に
も
与
え
ら
れ

た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。（
「
歴

代
古
案
」
）

三
潴
氏
は
、
謙
信
の
時
代
よ
り

ず
っ
と
前
か
ら
、
居
城
の
あ
る
上

関
の
地
を
本
拠
と
し
な
が
ら
も
、

広
く
下
越
後
一
帯
を
担
当
す
る
役

人
と
し
て
活
躍
し
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
政
長
の
父
掃か

も

部ん
の

介す
け

利と
し

宣の
ぶ

は
、
謙
信
軍
の
大
将
と
し
て
川
中

島
の
合
戦
に
従
軍
し
、
武
田
軍
千

三
百
人
を
打
ち
負
か
す
大
手
柄
を

立
て
て
い
ま
す
（
「
歴
代
古
案
」
）
。

そ
の
よ
う
な
先
祖
代
々
の
実
績

の
上
に
立
っ
て
の
出
羽
守
政
長
の

活
躍
で
す
。
そ
の
領
地
は
、
広
く

下
越
後
各
地
に
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
す
べ
て
、
景
勝
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

三
潴
出
羽
守
政
長
の
領
地
に

「
中
目
村
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
確

か
で
す
。
そ
こ
が
、
色
部
氏
に
与

え
ら
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す

（
神
林
村
教
育
委
員
会
「
色
部
氏
史

料
集
」
）
。
ま
た
、「
三
潴
」
は
、
た
び

た
び
「
水
間
」
と
も
書
か
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
政
長
は
則

長
と
名
を
変
え
、
旧
臣
の
兼
則
と

と
も
に
、
こ
の
地
に
ひ
っ
そ
り
と

住
ん
で
い
た
の
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。そ

し
て
、
景
勝
の
新
発
田
攻
め

に
加
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
旧
豊

浦
町
教
育
委
員
会
設
置
の
説
明
板

に
は
、
則
長
と
兼
則
は
新
発
田
方

に
「
與
し
」（
く
み
し
）
と
あ
り
ま

す
が
、
石
碑
に
「
與
」
の
字
は
無

く
、「
芝し

ば

田た

治は
る

長な
が

（
新
発
田
重
家
の

こ
と
）
之の

敵て
き

上
杉
景
勝
水
間
則
長

党
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
景
勝

と
則
長
は
「
党
」
、
つ
ま
り
仲
間
と

読
め
ま
す
。

こ
の
三
年
前
に
、
左さ

近こ
ん

助
の
す
け

長な
が

能よ
し

は
許
さ
れ
上
関
城
に
復
帰
し
て
い

ま
す
。
水
間
出
羽
守
則
長
す
な
わ

ち
三
潴
出
羽
守
政
長
は
、
子
左
近

助
の
復
帰
を
応
援
し
三
潴
家
の
名

誉
を
挽
回
し
た
か
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

老
兵
死
し
て
塚
を
残
す
。
今
は

昔
の
物
語
で
す
。

祐
「
上
関
城
跡
発
掘
調
査
報
告

書
」
）
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
左
近
助
の

復
帰
に
、
本
庄
繁
長
の
口
添
え
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
永
禄
十

二
年
の
本
庄
城
攻
撃
で
繁
長
が
謙

信
に
降
伏
し
た
際
、
軍

い
く
さ

目め

付つ
け

だ
っ

た
出
羽
守
政
長
の
繁
長
に
対
す
る

配
慮
が
行
き
届
い
て
い
た
か
ら
こ

そ
の
こ
と
と
、
筆
者
は
推
測
し
て

い
ま
す
。

天て
ん

正
し
ょ
う

六
年
（
一
五
七
八
年
）
三

月
、上
杉
謙
信
、突
然
の
病
死
。
直

後
、謙
信
の
二
人
の
養
子
、
景か

げ

勝か
つ

と

景か
げ

虎と
ら

の
間
で
跡
目
争
い
「
御
館
の

乱
」
が
起
こ
り
ま
す
。

出
羽
守
政
長
は
、
景
虎
に
つ
き

ま
し
た
。
し
か
し
、景
虎
は
敗
戦
。

景
勝
の
勝
利
で
す
。
敵
方
に
つ
い

た
政
長
は
、景
勝
に
、領
地
を
取
り

上
げ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ

ら
は
、
景
勝
に
つ
い
た
武
将
に
配

分
さ
れ
ま
し
た
。

最
も
早
い
記
録
で
は
、
御
館
の

乱
の
年
九
月
に
、
安や

す

田だ

氏
に
分
け

与
え
ら
れ
て
い
ま
す（「
新
潟
県
史

資
料
編
」）。
そ
の
後
も
、
天
正
十

年
（
一
五
八
二
年
）
の
新し

発ば

田た

重し
げ

家い
え

と
の
戦
い
で
功
績
の
あ
っ
た
色い

ろ

御お

館た
て

の
乱
の
後
、
出
羽
守
政
長

の
子
左
近
助
長
能
は
、
十
二
年
間

在
城
し
た
庄

し
ょ
う

厳ご
ん

城
じ
ょ
う

守
備
の
任
を

解
か
れ
、
浪
人
と
な
り
ま
す
。
父

が
景
勝
に
敵
対
し
た
た
め
、
父
子

と
も
ど
も
上
杉
家
臣
か
ら
除
か
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
天
正
十
一
年
（
一
五

八
三
年
）、本
庄
繁
長
の
口
添
え
に

よ
っ
て
、
左
近
助
は
景
勝
に
許
さ

れ
、
上
関
城
に
戻
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
の
頃
の
左
近
助
の
領

地
は
、
百
八
十
三
石
余
と
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
父
政
長
が
持
っ
て

い
た
各
地
の
領
地
は
、
こ
れ
よ
り

も
っ
と
多
か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
、
戻
ら
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
（
横
山
貞

上関城址遠望

新発田市下中ノ目の能化山 能化山に建つ「細野世紀碑」

�「三潴」の読み方・・・三潴氏の出身地とされる九州の三潴地方

（久留米市三潴町）は「みづま」又は「みずま」です。三潴氏は

発音が同じことから水間氏とも書かれます。ただし、上関城主三

潴氏を先祖にもつ現在の三潴家では「みつま」と名乗っていま

す。本稿が対象にした時代には、よく「水間」の文字も使われる

ことから、「みづま」と発音していたのではないかと思われます。

七

御お

館た
て

の
乱
～
出
羽
守
政
長
の
挫
折
～

九

出
羽
守
政
長
の
戦
死

八

左さ

近こ
ん
の

助す
け

長な
が

能よ
し

の
上
関
城
復
帰

←

頼りになる忠実な家臣を「股
こ
肱
こう
之
の
臣
しん
」という

あ　と　が　き
「
お
城
山
」
と
呼
び
親
し
ん
だ
上
関
城
址
。
子
ど
も
の
頃
、こ
の
山
に
陣
地
を
構
え
て
戦
ご
っ
こ
な

ど
を
し
た
遠
い
思
い
出
。本
丸
裏
の
崖
道
を
下
る
と
獅
子
舞
岩
と
呼
ん
で
い
た
岩
盤
の
上
に
出
、そ
の

先
は
深
い
淵
。
子
ど
も
た
ち
の
絶
好
の
川
泳
ぎ
場
で
し
た
。

現
在
の
お
城
山
は
う
っ
そ
う
と
し
た
杉
林
で
、山
の
へ
り
を
通
る
県
道
の
そ
ば
に「
上
関
城
址
」と

書
か
れ
た
石
碑
が
立
つ
だ
け
の
さ
み
し
い
と
こ
ろ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

林
内
に
静
か
に
眠
る
城
跡
、埋
れ
ゆ
く
歴
史
。
定
年
退
職
し
て
時
間
が
で
き
て
、こ
の
城
の
歴
史
を

ま
と
め
て
お
き
た
い
と
調
べ
始
め
ま
し
た
。二
〇
一
三
年
に
は
一
応
の
ま
と
め
が
つ
い
て
、ネ
ッ
ト
上

に「
上
関
城
四
百
年
物
語
～
城
主
三
潴
氏
の
研
究
～
」と
題
し
て
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
甲
斐
も
あ
っ
て
か
、様
々
な
方
か
ら
情
報
提
供
が
あ
り
、
そ
の
つ
ど
新
し
い
事
実
が
判
明
し

て
、Ｈ
Ｐ
を
書
き
加
え
て
い
ま
す
。https://watanobu.com/kamisekizyo.html　
　

ぜ
ひ
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。


