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兼
続
に
引
き
続
き
良
兼
を
失
っ
た

肝
付
家
を
支
え
る
べ
く
当
主
と
な
っ

た
兼か
ね
あ
き亮
は
、
わ
ず
か
14
歳
で
、
実
戦

経
験
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
そ
ん
な

兼
亮
の
相
手
が
、
島
津
義
久
で
あ

る
。
総
大
将
と
し
て
の
実
力
だ
け
で

み
て
も
圧
倒
的
に
島
津
氏
が
有
利
で

あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
兼
亮
に
と
っ
て
の
救
い

は
、
高
隈
の
連
峰
が
島
津
大
軍
の
侵

入
を
阻
ん
で
い
る
こ
と
、
東
は
日
向

の
伊い
と
う
よ
し
す
け

東
義
祐
、
西
は
垂
水
の
伊い

ぢ

ち
地
知

重し
げ
お
き興
、
南
は
禰
寝
院
の
禰ね
じ
め寝
重し
げ
た
け長
と

い
っ
た
父
兼
続
時
代
に
結
束
を
固
め

た
国こ
く
じ
ん人
領
主
達
の
援
助
が
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。

　

島
津
義
久
は
肝
付
氏
を
三
方
向
か

ら
攻
め
込
む
策
を
講
じ
た
。
一
つ

は
、
国
分
方
面
か
ら
鹿
児
島
湾
沿
い

に
南
下
し
て
、
市
成
と
垂
水
に
対
峙

し
、
義
久
自
ら
は
、
指
宿
に
布
陣
し

て
大
隅
渡
航
の
機
会
を
窺
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
都
城
の
北
郷
時
久
に

は
、
北
面
か
ら
の
侵
攻
を
指
示
し
て

い
た
。
時
久
は
、
肝
付
良
兼
・
伊
東

義
祐
の
連
合
に
破
れ
、
肝
付
氏
と
は

和
解
し
て
い
た
が
、
義
久
の
命
に
乗

じ
て
再
び
交
戦
の
構
え
を
と
っ
た
。

　

元げ
ん
き亀
３
年
（
1
5
7
2
年
）
、
６

月
兼
亮
は
伊
東
氏
・
禰
寝
氏
の
協
力

を
得
て
、
水
軍
を
使
っ
て
指
宿
を
攻

め
た
。

　

こ
の
隙
に
、
島
津
義
久
の
弟
で
あ

る
歳
久
は
牛
根
に
侵
攻
し
、
９
月
に

伊
地
知
氏
の
城
で
あ
る
小
浜
城
を
陥

落
さ
せ
、
義
久
の
末
弟
で
あ
る
家
久

も
合
流
し
て
早
崎
に
陣
を
構
え
た
。

同
じ
く
北
郷
時
久
も
志
布
志
市
松
山

町
泰
野
で
兼
亮
軍
を
撃
破
し
て
い

る
。

　

そ
し
て
こ
の
後
、
兼
亮
に
と
っ
て

救
い
で
あ
っ
た
は
ず
の
日
向
・
大
隅

連
合
体
制
は
、
崩
れ
て
い
く
。

　

ま
ず
は
日
向
の
伊
東
氏
が
、
島
津

義
弘
に
よ
っ
て
大
敗
北
を
喫
し
た
。

　

永
禄
11
年
（
1
5
6
8
年
）
に

南
日
向
を
手
中
に
収
め
た
伊
東
義

祐
は
、
日
向
国
の
完
全
な
支
配
を

狙
っ
て
、
肥
沃
な
穀
倉
地
帯
で
あ
る

真ま
さ
き
い
ん

幸
院
（
え
び
の
市
、
小
林
市
、
高

原
町
）
の
完
全
掌
握
を
画
策
し
た
。

そ
の
た
め
島
津
義
弘
が
治
め
る
飯
野

地
区
の
攻
略
を
始
め
て
い
た
。

　

元
亀
３
年
（
1
5
7
2
年
）
５
月

３
日
に
、
伊
東
義
祐
は
３
千
の
軍
勢

を
率
い
て
加
久
藤
城
を
攻
め
た
が
、

島
津
義
弘
わ
ず
か
３
百
の
兵
に
敗

れ
、
伊
東
祐
安
ら
、
義
祐
を
支
え
て

い
た
武
将
の
多
く
を
失
っ
た
。
こ

の
戦
い
を
『
木き
ざ
き
ば
る

崎
原
の
戦
い
』
と
い

う
。
こ
の
戦
を
画
期
に
、
こ
の
後
伊

東
氏
は
一
気
に
衰
退
し
て
い
く
。

　

元
亀
４
年
（
1
5
7
3
年
）
１

月
、
肝
付
兼
亮
は
北
郷
氏
へ
の
攻
撃

を
仕
掛
け
た
。
志
布
志
地
頭 

肝
付

竹
友
を
は
じ
め
と
す
る
安
楽
、
蓬

原
、
松
山
、
福
島
の
軍
勢
数
千
兵

を
、
北
郷
領
に
進
軍
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
末
吉
の
国
合
原
で
北

郷
軍
の
迎
撃
を
受
け
、
無
残
に
蹴

散
ら
さ
れ
た
。
肝
付
竹
友
含
む
、

４
３
０
名
余
り
が
犠
牲
と
な
っ
た
。

　

同
年
２
月
、
肝
付
兼
亮
に
と
っ
て

南
の
要
害
で
あ
る
禰
寝
重
長
が
、
そ

の
本
領
の
安
堵
を
条
件
に
島
津
義
久

と
和
睦
し
た
。
島
津
氏
の
軍
は
、
新

納
忠
元
ら
武
将
を
禰
寝
城
に
入
城
さ

せ
、
南
大
隅
方
面
か
ら
進
軍
を
開
始

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
兼

亮
は
、
一
時
島し
ま
ず津
忠た
だ
た
け長
ら
、
島
津
軍

の
主
要
陣
に
よ
る
総
攻
撃
を
受
け
、

高
山
本
城
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
る
事

態
ま
で
起
こ
っ
た
。

　

兼
亮
も
禰
寝
氏
の
離
反
を
怒
り
、

根
占
へ
の
襲
撃
を
行
う
が
、
迎
え
撃

た
れ
、
犠
牲
者
を
出
し
た
。
兼
亮
が

垂
水
方
面
の
守
り
を
増
強
す
る
た
め

に
牛
根
城
に
派
遣
し
た
安あ
ん
ら
く楽
兼か
ね
ひ
ろ寛

も
、
天
正
２
年
（
1
5
7
4
年
）
新

納
忠
元
の
牛
根
城
の
掘
り
崩
し
の
攻

撃
に
遭
い
、
島
津
義
久
に
降
伏
し

た
。

　

兼
亮
は
伊
東
氏
と
組
ん
で
、
島
津

氏
へ
の
抵
抗
を
繰
り
返
し
た
が
、
形

勢
を
逆
転
す
る
こ
と
は
も
は
や
か
な

わ
ず
、
と
う
と
う
垂
水
の
伊
地
知
重

興
ま
で
も
島
津
氏
に
降
伏
し
た
。
こ

う
し
て
、
兼
亮
は
つ
い
に
大
隅
に
お

い
て
、
完
全
に
島
津
勢
に
包
囲
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。

　

島
津
氏
の
家
臣
で
あ
る
新
納
忠
元

は
、
鹿
児
島
の
浄
じ
ょ
う
こ
う光
明み
ょ
う
じ寺
の
住
職
で

あ
る
其
阿
西
嶽
を
高
山
に
遣
わ
し
、

兼
亮
に
降
伏
を
勧
め
た
。
こ
れ
に
従

い
、
天
正
２
年
（
1
5
7
4
年
）
７

月
の
末
、
肝
付
兼
亮
は
、
島
津
氏
に

市
成
、
廻
、
恒
吉
の
地
を
返
上
し

た
。
事
実
上
の
肝
付
氏
の
降
伏
で
あ

る
。
こ
の
時
、
島
津
氏
に
よ
る
大
隅

平
定
が
成
し
遂
げ
ら
れ
、
長
き
に
わ

た
る
島
津
氏
と
肝
付
氏
と
の
対
立

関
係
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
の
で
あ

る
。

　

三
州
統
一
を
目
指
す
島
津
氏
が
、

次
に
日
向
の
伊
東
氏
を
攻
略
す
る
の

は
必
定
で
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
、

そ
こ
に
肝
付
氏
に
と
っ
て
は
、
盟
友

で
あ
る
伊
東
氏
と
の
関

係
を
ど
の
よ
う
に
清
算

し
て
い
く
の
か
と
い
う

課
題
が
あ
っ
た
。
し
か

し
、
兼
亮
は
伊
東
氏
と

の
関
係
を
断
ち
切
る
ど

こ
ろ
か
、
無
謀
な
こ
と

に
島
津
氏
へ
の
反
抗
の

姿
勢
を
と
り
続
け
よ
う

と
し
て
い
た
。

　

こ
れ
で
は
、
島
津
氏
と
肝
付
氏
と

の
争
い
が
再
び
起
こ
る
ど
こ
ろ
か
、

今
度
ば
か
り
は
肝
付
家
断
絶
を
招

き
か
ね
な
い
。
こ
の
兼
亮
の
姿
勢

に
反
対
し
た
の
は
兼
亮
の
母 

阿
南

で
あ
っ
た
。
肝
付
兼
続
の
代
か
ら
の

重
臣
で
あ
る
薬
丸
兼か
ね
ま
さ将
（
＝
孤こ
う
う
ん雲

『
兼か
ね
さ
と郷
』
と
す
る
説
も
あ
る
。
）
な

ど
の
重
臣
も
阿
南
を
支
持
し
た
。

　

孤
立
を
深
め
た
兼
亮
は
、
つ
い
に

当
主
の
座
を
降
ろ
さ
れ
、
追
放
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
伊
東
氏
を

頼
っ
て
日
向
へ
と
逃
れ
た
。
阿
南

は
、
新
た
に
兼
亮
の
弟
の
兼
護
か
ね

も
り
を
第
19
代
当
主
に
据
え
、
島
津

義
久
に
改
め
て
島
津
へ
の
帰
順
と
伊

東
氏
と
の
決
別
の
意
を
表
し
た
の
で

あ
る
。

　

息
子
を
排
除
し
て
ま
で
も
島
津
に

服
従
す
る
阿
南
の
行
動
は
、
後
の
世

に
『
島
津
の
回
し
者
』
と
し
て
の
印

象
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。

（
大
崎
町
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育
委
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肝
付
氏
降
伏
～
』
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