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大
槌
氏
を
め
ぐ
る
ナ
ゾ

第
5
回

本
連
載
第
三
回
の
、
伊
達
勢
に
よ
る

吉
里
吉
里
攻
伐
の
部
分
を
思
い
出
し
て

下
さ
い
。
兵
船
数
膿
で
来
襲
し
た
伊
達

勢
の
た
め
、
火
を
放
た
れ
急
追
さ
れ
て

芳
賀
一
族
は
新
城
館
に
撤
退
し
て
た
て

籠
り
、
援
軍
の
到
着
を
ひ
た
す
ら
待
つ

ば
か
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
間
も
な
く

味
方
の
人
数
が
馳
せ
集
ま
っ
て
敵
を
撃

退
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

こ
の
味
方
の
人
数
と
は
、
ま
ぎ
れ
も

な
く
和
賀
郡
か
ら
馳
せ
戻
っ
て
釆
た
わ

が
大
槌
孫
八
郎
だ
っ
た
の
で
す
。
岩
崎

城
の
普
請
奉
行
を
命
ぜ
ら
れ
て
残
留
し

た
大
槌
氏
で
し
た
が
、
修
理
・
普
請
が

終
了
し
た
の
は
慶
長
六
年
九
月
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
自
ら
の
知
行
所
に
馳
せ
戻
り

侵
略
者
た
ち
を
追
い
散
ら
し
た
の
で
す
。

い

く

さ

勝
ち
戦
に
勢
い
づ
く
伊
達
勢
を
追
い
散

ら
し
得
た
の
は
、
実
力
者
で
あ
り
か
つ

そ
の
地
が
自
ら
の
知
行
所
で
あ
る
大
槌

氏
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ

う
考
え
て
何
ら
の
矛
盾
も
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
前
回
の
つ
づ
き
で
す
が
、
岩
崎

合
戦
参
陣
の
際
の
、
大
槌
孫
八
郎
配
下

の
牌
兵
の
員
数
に
つ
い
て
『
大
槌
町
史
』

や
『
岩
手
県
史
』
　
で
は
、
百
六
十
一
人

説
の
方
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
本
連
載
第
二
回
で
記
し
た
よ

う
に
、
天
正
十
九
年
の
　
「
九
戸
御
陣
御

人
数
積
り
」
に
は
部
下
六
十
人
と
記
さ

れ
、
そ
れ
か
ら
岩
崎
合
戦
ま
で
は
九
年

間
で
す
。
そ
の
間
領
有
す
る
石
高
も
八

百
石
の
ま
ま
で
す
し
、
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
筆
者
は
六
十
一
人
説
を
採
る
方
が

自
然
で
は
な
い
か
と
思
え
ま
す
。
田
の

浜
佐
々
木
家
系
図
の
　
「
大
槌
孫
八
郎
に

従
ひ
、
六
十
一
人
に
て
出
陣
せ
り
」
　
の

記
事
も
あ
る
こ
と
で
す
し
－
。

な
お
釜
石
狐
崎
城
で
撫
で
切
り
に
さ

れ
た
城
兵
が
百
六
十
一
人
、
九
戸
の
乱

に
大
槌
氏
の
率
い
た
部
下
が
六
十
人
、

岩
崎
合
戦
の
際
の
部
下
は
六
十
一
人
説

と
百
六
十
一
人
説
。
と
い
う
よ
う
に
類

似
の
数
字
が
頻
出
し
て
不
思
議
で
は
あ

り
ま
す
。
伝
承
の
錯
綜
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
今
後
の
検

討
課
題
と
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
六
十
一
人
説
と
百
六
十
一
人
説

の
よ
う
な
大
き
な
タ
イ
チ
ガ
イ
が
、
実

は
こ
の
ほ
か
に
も
凍
る
の
で
す
。

ず
っ
と
後
の
年
代
の
こ
と
に
な
ヶ
ま

す
が
、
明
治
と
い
う
年
号
の
前
は
、
い

わ
ゆ
る
江
戸
時
代
で
、
こ
れ
は
徳
川
三

百
年
と
も
い
わ
れ
て
、
徳
川
幕
府
に
よ

る
政
治
が
三
百
年
間
ち
か
く
も
続
け
ら

れ
た
期
間
で
す
。
こ
の
江
戸
時
代
三
百

年
の
間
に
、
例
え
ば
寛
永
と
か
、
元
禄

と
か
、
享
保
と
か
、
天
保
と
か
い
う
よ

う
に
三
十
五
ば
か
り
の
年
号
が
並
ん
で

い
る
わ
け
で
、
「
江
戸
」
な
ど
と
い
う

年
号
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
ち
論
、
知
っ
て
い
る
方
に
と
っ
て
は

あ
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
事
を

学
ん
だ
小
学
生
時
代
が
あ
ま
り
に
も
遠

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
忘
れ
て

し
ま
わ
れ
た
オ
カ
ア
サ
ン
方
も
お
ら
れ

る
と
い
う
現
実
を
、
最
近
知
り
ま
し
た
。

大
槌
孫
八
郎
の
栄
え
た
時
代
は
、
こ

の
江
戸
時
代
三
百
年
間
の
さ
ら
に
前
の

時
代
で
あ
り
ま
し
て
、
最
後
の
城
主
孫

八
郎
政
貞
が
、
南
部
氏
に
よ
っ
て
滅
ば

さ
れ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
江
戸
時
代
に

な
る
と
同
時
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

大
槌
氏
が
滅
ん
で
し
ま
い
ま
す
と
、

南
は
平
田
村
か
ら
北
は
豊
間
根
村
ま
で

の
範
囲
を
治
め
て
い
た
者
が
い
な
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
南

部
氏
は
そ
の
範
囲
を
統
率
す
る
者
と
し

て
、
盛
岡
か
ら
代
官
を
派
遣
す
る
こ
と

と
し
た
の
で
す
。
こ
れ
が
大
槌
代
官
所

の
始
ま
り
で
す
。
そ
の
ご
天
和
三
年
（
一

六
八
三
）
と
い
う
年
に
、
豊
間
根
村
が

宮
古
代
官
所
管
下
へ
、
宮
古
代
官
所
管

下
で
あ
っ
た
小
国
村
が
大
槌
代
官
所
管

下
へ
替
え
地
と
な
り
ま
し
た
が
、
以
後

明
治
に
至
る
一
八
五
年
間
、
代
官
所
を

擁
す
る
大
槌
は
、
物
資
と
文
化
と
が
集

散
す
る
行
政
の
一
中
心
地
で
あ
り
続
け

た
の
で
し
た
。

代
官
所
の
場
所
は
、
現
在
の
大
槌
小

学
校
の
敷
地
内
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
代
官
所
と
し
て
こ
の
場
所
が
選

定
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
は
大

槌
城
の
麓
で
あ
り
、
大
槌
氏
が
日
常
を

過
ご
し
た
屋
敷
の
場
所
だ
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
大
槌
城
は
戦

い
の
た
め
の
山
城
で
あ
り
、
飲
料
水
の

こ
と
一
つ
を
考
え
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

怒

代官所跡出土遺物の一部

城
主
か
ら
家
来
た
ち
ま
で
が
年
か
ら
年

中
山
城
生
活
を
す
る
と
す
れ
ば
大
へ
ン

な
は
ず
で
す
。
日
常
の
平
穏
な
生
活
の

た
め
の
お
屋
敷
は
、
き
っ
と
城
の
近
く

の
平
地
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

明
治
に
な
っ
て
、
大
槌
代
官
所
が
廃

止
さ
れ
た
の
ち
、
そ
の
区
域
内
に
大
槌

町
役
場
の
設
置
が
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、

大
槌
代
官
所
設
置
の
場
所
と
し
て
、
大

槌
氏
の
屋
敷
跡
が
選
ば
れ
た
と
す
る
考

え
方
は
成
り
立
つ
で
し
ょ
う
。

本
年
四
月
、
町
教
育
委
員
会
に
よ
り

大
槌
小
学
校
々
庭
で
代
官
所
跡
確
認
の

た
め
の
試
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し

た
。
2
×
5
m
の
試
掘
溝
を
三
カ
所
で

掘
っ
て
み
た
だ
け
の
全
く
の
予
備
調
査

で
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
一

間
（
約
一
・
八
m
）
間
隔
に
並
ん
で
建

物
の
礎
石
が
三
個
発
見
さ
れ
、
県
の
文

化
課
の
専
門
家
等
に
よ
っ
て
、
代
官
所

も
し
く
は
そ
の
関
連
施
設
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
は
新
聞
等
で
も
報
道
さ
れ
て
、
皆
様

す
で
に
ご
承
知
の
通
り
で
す
。
そ
の
他

貨
幣
の
寛
永
通
宝
や
文
久
永
宝
、
き
せ

る
の
吸
い
口
、
鉄
砲
の
弾
、
数
え
き
れ

ぬ
ほ
ど
の
陶
器
の
破
片
な
ど
が
出
土
し

ま
し
た
。
代
官
所
と
ど
う
結
び
つ
く
の

か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
か
ん
ざ
し
か
と

思
わ
れ
る
銅
製
の
遺
物
が
三
点
あ
っ
た

こ
と
に
も
興
味
を
惹
か
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
な
お
申
し
ま
す
な
ら
ば
、

先
ほ
ど
述
べ
た
考
え
方
に
よ
っ
て
、
代

官
所
遺
構
の
さ
ら
に
下
層
か
ら
は
、
わ

が
大
槌
氏
に
関
わ
る
遺
構
や
遺
物
が
現

出
し
て
く
る
と
い
う
期
待
と
可
能
性
を
、

誰
人
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
す
。文

・
町
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

花
　
石
　
公
　
夫
さ
ん

大
槌
の
歴
史
「
大
槌
氏
を
め
ぐ

る
ナ
ゾ
」
を
読
ん
で
の
ご
感
想
や

ご
質
問
、
ま
た
、
大
槌
の
歴
史
に

つ
い
て
を
知
り
た
い
こ
と
な
ど
お

便
り
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

あ
て
先
は
、
役
場
内
企
画
商
工

課
「
大
槌
の
歴
史
」
係
（
町
Ⅵ
新

町
1
番
1
号
）
ま
で
。




