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武
田
家
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
と
、
甲
州
市
が
見
え
て
く
る

●

●

●



７゙

信
玄
が
自
戒
し
た
画
を
蔵
す
る

く
ま
　
　

の
　
　
　

じ
ん
　
　

じ
ゃ

【

熊

野

神

社

●，　 ｄ

熊
野
神
社
に
は
武
旧
信
玄
が
座
右
に
懸
け
て
自
戒
し
た

と
い
う
「
紙
本
著
色
畝
器
ノ
図
」
や
、
飯
繩
信
仰
を
示
す
「
紙

ほ
ん
ち
ゃ
く
し
ょ
くぃ
ぃ
づな
ご
ん
げ
ん
ぞう
ず

本
著
色
飯
縄
権
現
像
図
」
な
ど
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
熊

野
神
社
は
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
紀
伊
熊
野
神
社
か
ら
勧
請

し
て
い
ま
す
。
本
殿
は
六
棟
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
東
の

二
棟
は
室
町
時
代
中
期
の
建
築
で
、
拝
殿
は
室
町
時
代
末
期

の
様
式
を
伝
え
て
お
り
、
と
も
に
重
要
文
化
財
で
す
。

勝
沼
の
地
に
残
る

【

勝

沼

氏

館

跡

と

金

の

精

錬

】

か

い
こ
く
し
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
ぬ
ま
ご
ろ
う
の
ぶ

勝
沼

の
勝

沼

氏

館

跡
（
国

史

跡

）
は
『
甲

斐
国

志

』
に

よ

る
と
「
勝

沼
五

郎

信

友

の

城
跡

な

り

」

と

あ
り

ま

す

。
信

友

は
武

田

信

虎

の
弟

で

す

。
一

九

旦

二
年

に

学
術

調

査

が
お

こ

な

わ

れ

、
一

九
七

七

年

に
館

跡

の
全

容

が
解

明

さ

れ

、
総

面

積

は

約
四

万

レ
」
○

○

○
平

方

メ

ー

ト
ル

、

土

塁

と

堀

に

囲

ま

れ

た

典

型

的

な

戦

国

時

代

武

将

の

居

館

で

あ

る
こ

と

が

わ

か

り

ま

し

た
。
内

郭

部

か

ら

金

が

付

着
し

た

土
器

が
出

土

し

て

お

り

、
黒

川

金
山

産
出

の
金

の

一

部

は

こ

の

館

で

精

錬

さ

れ

た
と

考

え

ら

れ

ま

す

。

･ ″､゙ 1‘　 ｀ ？゛ ｀、卜-

左：紙 本著色飯繩 権現像図

右 ：紙 本著 色欲 器ノ図

勝 沼 氏館 跡

熊野神社

信
玄
の
財
政
力
は

く
ろ
　

か
わ
　

き
ん

信
玄
は
経
済
力
を
拡
大
し
、
多
額
の
軍
資
金

を
確
保
す
る
た

め
産
業
振
興
を
行

い
ま
し
た
。

も
っ
と
も
力
を
注

い
だ
の
は
金
山
経
営
で
、
と

り
わ
け
黒
川
金
山
は
名
高
く
「
黒
川
千
軒
」
と
語

ら
れ
る
ほ
ど
大
規
模
で
し
た
。
掘
り
出
さ
れ
た

金
は
一
定
量
の
大
き
さ
に
鋳
造
さ
れ
、
「
甲
州

金
≒

甲
金
」
と
呼
ば
れ
る
貨
幣
と
し
て
、
武
田
家

の
財
政
基
盤
と
な
り
ま
し
た
。

黒
川
金
山
は
黒
川
鶏
冠
山
東
面
の
黒
川
谷
源

野

・

遠

江

・

ひ
’

だ
‘
　
え
？
ら
ゆ
う
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一
理 ，

け
い

慶

に

１
き

‾
'

Ｘ
7

８
9
7
9

尼

記

㎞　　ｄ

新
府
城
を
捨
て
、
岩
殿
城
へ
逃
れ
よ
う
と
し
た
勝
頼
主
従

は
、
大
善
寺
に
一
泊
し
理
慶
尼
と
と
も
に
薬
師
堂
で
武
運
長
久

を
祈
願
し
ま
し
た
。し
か
し
、
岩
殿
城
主
・
小
山
田
信
茂
の
裏

切
り
に
遭
い
、
前
途
を
失
い
ま
す
。
こ
の
武
田
家
の
滅
亡
を
記

録
し
た
の
が
「
理
慶
尼
記
」
。
理
慶
尼
の
父
は
、
信
虎
の
弟
・
勝

沼
五
郎
信
友
で
す
が
、
信
友
の
子
・
信
元
の
時
、
謀
反
の
疑
い

で
勝
沼
氏
は
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
。理
慶
尼
に
と
っ
て
勝
頼
は
い
わ

ば
仇
敵
で
す
が
、そ
れ
だ
け
に
慈
悲
の
心
に
う
た
れ
ま
す
。

p

ここ

道の駅

甲斐大和

ゝ　

Ｘ

Ｘ

Ｘ　

ゝ

至東 京

‾’W ’

悦

理慶尼記

・
木
賊
の
地
域
の
人
々
に
守
ら
れ
る

一
　
　
　
せい
　
　
うん
　
　
じ

- ‾゙ 喝

晒

巽

寺

ｌ　　ｄ

晦
羞
ｙ
・

取
り
の
夢
を
叶
え
る
た
め
、
信
玄
は
元

（
一
五
七
二
）
十
月
、
京
を
目
指
し
て
最

陣
を
し
ま
す
。
五
十
二
歳
。
す
で
に
病
は

と
く
が
わ
い
え
や
す

い

い

ま

す

。
武

田

軍

は

徳

川

家

康

打
撃
を
与
え
て

進
軍

、
野

田
城
を
落

と
し
、

城
へ
入
り

ま
す

。
天
下

に
号
令
す

る
日
は

、

目
の
前
で
し
た

。

か
し

、
病
状
は
悪
化
、
四
月
十
二
日
、
帰
国

で
他
界
七
ま

す
。遺
言
は
’口
二
年
の
問
いわ

が
Ｉ

－

秘
す
べ
し
」
。夢
は
勝
頼
に
託
さ
れ
ま
し

た
。

ろ
が
。
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
、
勝
頼
は
長

戦

い
で

織

田
・
徳
川

の
連
合

軍

に
大

敗
。

じ
る
し
く
勢
力
を
失

っ
て

い
き
ま
し
た
。

頼
は
天
正
十
年
（
一
五
（

二
）
三
月
、
連
合
軍

北
か
ら
侵
攻
し
て
く
る
と
、
入
城
し
て
二
ヶ

ど
し

か
た

っ
て

い
な

い
未
完

成
の
新
府
城

て
、
岩
殿
城

へ
向
か

い
ま
す
。し
か
し
、
味
方

切
ら

れ
天

目
山

へ
と
逃

れ
ま
す
が
、
織
田
・

の
連
合
軍
に
阻
ま
れ
、
そ
れ
も
か
な
わ
ず
、

地
で
一
族
と
家
臣
は
自
決
。
つ
い
に
。
新

郎
義
光
以
来
、五
百
年
続
い
た
甲
斐
源
氏
の

を
く
む
武
田
家
は
滅
亡
し
ま
し
た
。

百
余
隼
凌
っ
た
今
で
も
、
弐
一
ぎ
末
ｙ

歩
心



. ･ . ' ･〃 だ F ヽ i ' J ･ . ‥ , ‥ , : . ･ : ･ ･ .一 三 ･ : ･ 7 ｀ . 二 ゛ ' ･ｙ‘ ダ ･･ ･ ･  ･ ･ ･ - ●● ･● ･ ･ ｀ ･｀ - ･ ● 7 ･ ･ ･ "
● ,¶●

. 〃 ■ ■ ■ . ･ ･ ･ ･ . ･ ･ p ¶ ･ . 』

Ｎ

文 化 館- …
……,.r:　

Ｊ

至 甲 府 で湘

勝
頼
最
期
の
地
に
建
つ

け
い
　
　

Ｆこ
く
　
　
　
い
ん

【

景

徳

院

●　　ｄ

天
正
十
年
（
一
五

八
二
）
三
月
十
一
日
、

天
目
山
を
目
指
し
た
勝
頼
主
従
が
、
つ
い

に
果
て
た
地
。
勝
頼
三
十
七
歳
、
夫
人
十

九
歳
、
信
勝
卜
六
歳
。

景

徳
院
は
勝
頼
主
従

の
菩

提
を
弔

う

た

め

、
徳

川

家

康

の

命

に

よ

り

建

て

ら

れ

み
た
ま
や
　
こ
う
し
ょ
う
で
ん

ま

し

た

。
境

内

の

御

霊

屋
「
甲

将

殿

」
に

は

勝

頼

親

子

の

像

と

従

者

の

位

牌

が

納

め

ら

れ

、
甲

将

殿

の

背

面

に

は

二

百

年

遠

忌

と

し

て

建

立

さ

れ

た

墓

が

あ

り

ま

す

。

近

年

、
墓

の

基

壇

中

か

ら

五

千

二

百

点

を

超

え

る

経

石

が

出

土

し

、
当

時

の

供

養

の

篤

さ

が
し

の

ば

れ

ま

し

た

。

･ ･ , ･ ' ･ ･ . ' q ｀ , . ･ ' . ･ , - ' . ゜ W I ¶ ･ ･
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栖

雲

寺

は

業

海

本

浄

が

貞

和

四

年

（

一

三

四

八

）

に

開

山

し

た

寺

で

す

。

寺

に

は
　
　

ふ

ぉ

う

こ

く

し

ぎ

ぞ

う

重

要

文

化

財

の

「

普

応

国

師

坐

像

」

、

県

指
　
　

ご

っ

か

い

ほ

ん

じ

ょ

う

ざ

ぞ

う

定

文

化

財

の

「

業

海

本

浄

坐

像

」

な

ど

文

化

財

が

多

く

残

さ

れ

て

い

ま

す

。

境

内

に
　

。ご

っ

え

す

ぎ

ぜ

ん

し

ゅ

う

ミ
　

。
で

Ｊ

．

…

…
…

。。
、。’。
’ヽ、 ｙ
作や
丿

’。
’。。ゝ

て

ん

も

く

さ

ん

は

上

杉

禅

秀

の

乱

に

加

担

し

て

天

目

山

に

果

て

た

武

田

信

満

の

墓

が

あ

り

、

木

賊

の

人

々

の

信

仰

に

よ

っ

て

守

ら

れ

て

い

ま

す

。

寺

が

所

蔵

し

て

い

る

「

虚

空

蔵

菩

薩

画

像

」

に

は

十

字

架

が

描

か

れ

て

お

り

、

キ

リ

シ

タ

ン

大

名

・

有

馬

晴

信

が

所

持

し

て

い

た

と

伝

え

ら

れ

て

い

ま

す

が

、

近

年

の

調

査

で

、

中

国

の

元

の

時

代

の

絵

画

で

、

マ

ニ

教

か

景

教

の

キ

リ

ス

ト

像

と

ふ　 ｊ

武田 勝頼 の墓

勝頼の戒名などを

記した経石

栖
雲
寺

⊃

武
田
家
代
々
の

｛
｝
重
宝
を
納
め
た

四 ､ ﾐ 〃 ﾘ ﾀ I
・ ｆ ． ･ ･ ･ ･ ． ･ ･． ． ･ ・ ： ‥ , ‥ ‥ , ‥ ‥ ‘々 ∽ = ２ ･ ･ ●．

う
ん
　
　

ぼ
う

じ

四

雲

峰

寺

ｋ__J ｄ

Ｉ
Ｉ

ｆ
Ｉ

Ｉ

日
の
丸
の
御
旗

雲

峰

寺

は

甲

斐

源

氏

に

よ

る

武

運

長

久

の

祈

願

寺

。

室

町

時

代

に

は

火

災

に

よ

り

焼

失

し

ま

し

た

が

、

信

虎

が

再

興

に

向

け

尽

力

し

ま

し

た

。

武

田

家

の

誓

盟

の

言

葉

に
　

み

は

た
　

た

て

な

し
　

し

ょ

う

ら

ん

「

御

旗

、

楯

無

も

照

覧

あ

れ

」

と

あ

り

ま

す

。

こ

の

旗

は

後

冷

泉

天

皇

か

ら

下

賜

さ

れ

、

さ

ら

に

’
い

ん

ら

『

、
さ

ぷ

ご

ろ

う

。
幻

し

み

っ

丿

二

卜

才

…

…

…
…
ｆ
’

ｙ
’Ｊ
ゝ
心
ｌｙ

ｔ
，

、ｙ
ｌ

・
、・
、
ヽ
、ｙ

新

羅

三

郎

義

光

か

ら

武

田

家

代

々

に

伝

わ

り

、

日

本

最

古

の

目

の

丸

の

旗

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

武

田

家

滅

亡

の

と

き

、

家

臣
　
　
　

そ

ん

し
　
　

は

た
　

す

わ

じ

ん

に

よ

っ

て

孫

子

の

旗

、

諏

訪

神

ご

う

き
　
　

ば

ひ

ょ

う

き

号

旗

、

馬

標

旗

と

と

も

に

雲

峰

馬
標
旗
　
　
寺
に
納
め
ら
れ
ま
し
た
。

諏

訪

神

号

旗

二
し

．゙回
謐
寸
ご

ｔ



峡
東
の
ｙ
ｔ
ｔ
齢
の
発
祥
【
放

光

寺

】

か

い

げ
ん

じ
し
ん
ら

さ
ぶ
ろ
う

放

光

寺

は

、

甲

斐

源

氏

新

羅

三

郎

義

光

の

孫

で

、
峡

東

一

帯

を

統

治

し

た

や
す
だ
よ
し
さ
だ
　
　
　

げ
ん
ぺ
い
　

か
っ
せ
ん

安

田

義

定

に

よ

り

源

嘔

の

合

幟

で

手

柄

を

政

て

た

後

、
建

政

さ

れ

ま

し

た

。

も
く
ぞ
う
だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い
ざ
ぞ
う
　

本

尊

の

「

木

造

大

日

如

来

坐

像

」

も
く
ぞ
う
あ
い
ぜ
ん
み
ょ
う
ぉ
う
ざ
ぞ
う

と

「
木

造

愛

染

明

王

坐

像

」
は

、
京

仏

師

が

造

像

し

た

も

の

。
「

木

造

不

動

明

王

立

像

」
と

と

も

に

、

平

安

末

期

の

作

で

国

指

定

重

要

文

化

財

。
戦

国

時

代

に

は

信

玄

が

祈

願

寺

と

し

て

い

ま

す

。

放
光
寺

ｔ
権
か
を
築
い
た
【
夢

窓

国

師

と
カ
ー

快

こ
ち
ょ
う
ぜ
ん
じ
　
　

き

信

玄

は

幼

少

の

こ

ろ

、
古

長

禅

寺

の

岐

秀

元

伯

に

つ

い

て

四

書

五

経

を

学

び

、
ま

た

、
恵

林

寺

の

開

山

夢

窓

疎

石

以

来

の

宗

風

で

あ

る

五

山

の

教

え

を

学

び

ま

し

た

。

い
こ
う
み
ょ
う
あ
ん
　

さ
く
げ
ん

当

時

の

五

山

の

高

僧

惟

高

妙

安

・

策

彦

周

良

を

恵

林

寺

住

職

に

招

い

て

い

ま

す

。

か
ん
ざ
ん
は
　

み
ょ
う
し
ん
じ
は

の

ち

に

関

山

派

（

妙

心

寺

派

）
と

の

関

係

を

深

め

、
永

禄

七

年
（

一

五

六

四

）
に

快

川

―
｀
本

ｈ
ｔ

．
こ
1
1
1
Ｊ

紹

喜

が

再

住

し

た

の

を

機

に

、
信

玄

は

恵

林

寺

を

菩

提

寺

と

し

ま

し

た

。
天

正

卜

年

二

雇

八

二

）
武

田

滅

亡

後

、
織

田

軍

が

火

を

放

っ

た

と

き

に

快

川

国

師

は

「

心

頭

滅

５

４
 
ｑ

Ｍ

Ｘ

Ｘ

ｒ

ｘ
Ｍ

１
６
３
 
「
．ｘ
ｌａ

Ｍ

Ｊ
．７
1
４
４

川 ｔ

国
万

師 ，

ｋ　　ｄ

愛
染
明
王
坐
像

平
安
時
代
、
こ
の
地
方
を
治
め
て

い
た
の
は

め
三
枝
氏
の
氏
寺
で
し
た
が
、
の
ち
に
は
甲
斐

源
氏
、
さ
ら
に
武
田
氏
の
保
護
を
う
け
ま
し
た
。

平
安
時
代
の
末
期
、
源
平
の
合
戦
が
日
毎
に

激
し
さ
を
増
し
て

い
た
と
き
、
こ
の
地
か
ら
挙

兵
し
平
家
を
討
伐
し
、
そ
の
名
を
轟
か
せ
た
武

将
が
い
ま
す
。
甲
斐
源
氏
の
安
田
義
定
（
一

ニ
ニ

四
～
一
一
九
四
）
で
す
。
甲
斐
源
氏
は
源
平
が

争
っ
た
内
乱
期
に
団
結
を
強
め
た
武
士
集
団
で

鎌
倉
・
室
町
時
代
と
栄
え
、
戦
国
時
代
に
は
武

田
三
代
が
天
下
取
り
の
夢
に
挑
み
ま
し
た
。

義
定
は
甲
斐
源
氏
の
祖
・
新
羅
三
郎
義
光
の

孫
に
あ
た
り
、
義
清
の
四
男
。笛
吹
川
の
上
流
域

か
ら
峡
東
一
帯
を
治
め
て
い
ま
し
た
。
「
平
家
物
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圖IL

信
玄
も
奨
励
し
た
果
樹
栽
培

こ
う
　
　

し
ゅ
う
　

は
っ
　

ち
ん

【

甲

州

八

珍

粟

ｋ ＿＿｣,ｄ

甲

州

八

珍

果

と

は

ブ

ド

ウ
、
ナ

シ
、
モ

モ

、
カ

キ

、
ク
リ

、
リ

ン

ゴ
、
ザ
ク

ロ
、
ク

ル

ミ

ま

た

ギ

ン
ナ

ン

の
こ

と

で

、
信

玄

が

奨

励

し

た

と

か
。
柳

沢

吉

保

だ

と

も
伝

え

て

い

ま

す

。
ブ

ド

ウ

の
由

緒

は
古

く

、
大

善

寺

の

薬

師

如

来

が
右

手

に

ブ

ド

ウ

を

持

っ

て

い

た

と

伝

え

ら

れ

て

い
ま

す

。
山

梨

を

代

表

す

る

ブ

ド

ウ

品

種

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
カ
キ
は
コ
ロ
ガ
キ
の
こ
と
で
、
信

玄
の
時
代
に
美
濃
国
の
蜂
屋
柿
を
移
植
改
良
し
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。松
里
地
区
の
「
枯
露
柿
」
は
贈
答
品
と
し
て
全
国
的

に

有
名

で

す
。甲

州
ブ
ド
ウ

民家の軒先に吊された枯露柿

こ
う

向

嶽t

寺 ，

室
町
時

ｙ
４
"

ち

ゅ

う

ノ

も

ん

～
…
…
…
。．ｙ
。
。
、
、。

【

中

門

と

築

向嶽寺中門と築地塀

じ
　
　
　

べ
り
Ｉ

地

塀

Ｓ　　 ｄ

lt 草屋 敷

ヴ ニ Ｗ｢'Φ゙ ゜添

－

・

、
。
　

向

嶽

寺

は

度

々

の

火

災

で

諸

堂

を

焼

失

し

ま

そ
う
も
ん

ち
ゅ
う
も
ん
ぶ
っ
で
ん
か
い
さ
ん
ど
ぅ
ほ
う
じ
ょ
う

し

た

が

、
そ

の

都

度

再

興

さ

れ

、
総

門

、
中

門

、
仏

殿

開

山

堂

、
方

丈

が

一

直

線

上

に

配

置

さ

れ

る

禅

宗

寺

院

の

伽

藍

の

特

徴

を

よ

く

残

し

て

い

ま

す

。

中

門

は

天

文

ト

ー
年
（

一
五

四

二

）
の

火

災

後

再

建

さ

れ

て

い

ま

す

。
中

門

の
両

脇

の

築

地

塀

は

総

延

長

三

三

・

五

メ

ー

ト

ル

、
厚

み

Ｉ
・

六

メ

ー

ト

ル

で

強

度

を

保

つ

た

め

小

石

と

上

と

塩

を

混

ぜ

て

い

て

、
別

名
「
塩

築

地

」

と

い

い

、

向

嶽

寺

開

創

に

近

い

頃

に

造

ら

れ

た

も

の

で

す

。
寺

に

は

国

宝

の
「
絹

本

著

色

達

磨

図

」
を

は

じ

め

、
多

く

の

文

化

財

を

伝

え

て

い

ま

す

。

ゆ
か
り
の
史
跡

放

光

寺

は

、
義

定

か

開

基

。
わ

が

国

に

三

躯

し

て
ん
き
ゅ
う
　
あ
い
ぜ
ん
み
ょ
う
ぉ
う
ざ
ぞ
う

か

な

い

と

い

わ

れ

る

天

弓

の

愛

染

明

王

坐

像

を

は

じ

め

、
重

要

文

化

財

を

多

く

伝

え

て

い

ま

す

。

甲

州

市

に

は

甲

斐

源

氏

の

史

跡

が

数

多

く

、

「

於

曽

屋

敷

」
も

そ

の

一

つ

。
平

安

時

代

の

末

期

、

古

代

豪

族

・

三

枝

氏

に

か

わ

っ

て

加

賀

美

遠

光

の

子

・

光

経

、
光

俊

が

当

地

に

入

り

、「

於

曽

氏

」

を

名

の

り

ま

し

た

。
現

在

の

於

曽

屋

敷

は

光

俊

の

屋

敷

と

伝

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

武

田

氏

が

こ

の

地

で

活

躍

す

る

の

は

、

信

武

、

信
成
、
信
春

、
信
満

の
時
代
か
ら
で
す
。信
或
は
千

野
に
あ

っ
た
継
統
院

や
、
康
暦
二
年
（

こ
二（

〇
）

に
抜

隊
得
勝
を
迎
え

向
嶽
寺
を

創
建
し

て

い
ま

す
。
当
時
向

嶽
寺

は
修

行
専

一

の
道

場

と
し

て

「
向
嶽
庵
」
を
名
乗

っ
て

い
ま
し
た
が
、
の
ち

に
信

玄
の
尽

力
に
よ

り
寺
号

が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
信
成
の
子

・
信
春
の
館
は
い
ま
の
慈
徳

院
境
内

に
あ

っ
た
と

い
い
、
水
路

が
巡
ら
さ
れ
。

し
ょ
し
ゃ
し
き
　
か
の
こ

や
し
き
　
　
ば
ば

「
諸
氏
屋
敷
≒

鹿
子
屋
敷
≒

馬
場
」
な
ど
の
地
名

が
残

っ
て

い
ま
す
。大
善
寺
本
堂
（
薬
師
堂
）
の
内

陣
厨
子
は
。
信
春
が
文
明
五
年
（
一

四
七
三
）
に
寄

進
し
て

い
ま
す
。
同
じ
く
大
善
寺

の
役
行
者
倚
像

は
、
富
士
山
信
仰
と
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
御
坂
嶺

か
ら
信
春

が
移
し
、
の
ち
に
今
日
の
藤
切
祭
が
行



至 丹 波 山1

雲峰寺

慈雲寺

rｙ〃 フ丿≒ソレワ゛ｍｍ

ａ
］
ｆ

膳
ヤ
劇

'ｒ

ｙ

￥
～

む 中央本線

土東京都
楯無 鎧（ 国宝 ）

菅田天神社

恵
林
寺

女
婿
の
上
杉
禅
秀
の
乱
に
加
担
し
て
、
天
目
山
に

て
果
て
、
栖
雲
寺
に
墓

が
あ
り
ま
す
。

振
興
の
地
と
し
て
貢
献
し
、
さ
ら
に
は
一
族
滅

亡
の
地
と
し
て
、
歴
史
を
刻
ん
で
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

信
玄
は
、
戦
国
時
代
の
た
だ
な
か
に
誕
生
し

ま
し
た
。
戦
国
時
代
と
は
、
室
町
幕
府
の
政
治
体

制
が
崩
れ
、
将
軍
の
地
位
を
巡
っ
て
の
勢
力
争

い
で
守
護
大
名
が
分
裂
、
地
方
に
ま
で
及
ん
だ

内
乱
で
す
。
ま
た
、
各
地
で
は
飢
饉
や
疫
病
が
広

が
り
、
こ
の
こ
と
も
他
国
へ
の
侵
略
や
、
戦
い
を

深
刻
に
し
て
い
き
ま
し
た
。

天
文
十
年
（
一
五

四
一
）
、
今
川
義
元
と
の
共

謀
を
企
て
た
と
い
わ
れ
る
父
・
信
虎
を
信
玄
は

駿
河
へ
と
追
放
し
ま
し
た
。
子
が
親
を
追
放
す

と

い
う
大
事
件
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、



孫
ｆ
の
旗

如
山

で
、
信
玄

の
直
筆

と
い
わ
れ
、
孫
子
の
旗
は

い
わ

ゆ
る
「
風
林
火
山
」
の
旗
と
も

い
わ
れ
、
中
国
の
兵

書
の
言
葉
が
書

か
れ
て

い
ま
す
。
信
玄

が
敬
愛
し

た
恵
林
寺
の
快
川
国
師
の
書
と
い
わ
れ
ま
す
。

信
玄
は
学
問
の
師
と
し
て
天
下
に
知
ら
れ
た

岐
秀
元
伯
を
は
じ
め
、
屈
指
の
名
僧
達
を
甲
斐
に

招
き
、
最
高
の
知
識
を
学
び
、
自
己
修
練
を
重
ね

ま
し
た
。
も
っ
と
も
崇
拝
し
た
の
が
、
美
濃
か
ら

恵
林
寺
に
迎
え
た
快
川
国
師
。
快
川
国
師
か
ら
学

ん
だ
知
識
は
領
国
の
経
営
に
活
か
し
、
国
の
一
層

の
繁
栄
を
築
き
上
げ
ま
し
た
。

信
玄
の
「
敵
を
知
り
己
を
知
れ
ば
、
百
戦
危
う

か
ら
ず
」
も
「
軍
勝
五
分
を
も
っ
て
上
と
な
し
、
七

分
を
中
と
な
し
、
十
分
を
も
っ
て
下
と
な
す
」
の

名
言
も
、
学
問
の
た
ま
も
の
で
す
。漢
詩
、
和
歌
、
書

画

な
ど
の
教
養
も
深
く
、
甲
州
市
の
遺
宝
は
、
文

化
人
信
玄
の
風
貌
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
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