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松
倉
重
政
公
は
、
戦
国
大
名
で
大や

ま
と和

郡こ
お
り
や
ま山

城
主
・
筒つ

つ
い井

順じ
ゅ
ん
け
い

慶
の
重
臣
・
松

倉
重
信
の
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

豊
後
守
と
名
乗
っ
て
い
ま
す
。

　
１
６
０
８
（
慶
長
13
）
年
、
筒
井
氏

は
改
易
と
な
り
ま
す
が
、
重
政
公
は
１

６
０
０
（
慶
長
５
）
年
の
関
ヶ
原
合
戦

の
戦
功
に
よ
り
、大や

ま
と
の
く
に

和
国
二ふ

た
み見

五ご
じ
ょ
う条（

現

奈
良
県
五
條
市
）
１
万
石
の
大
名
に
取

り
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
１
６
１
５
（
慶
長
20
）
年
の
大
坂
夏

の
陣
の
戦
功
に
よ
り
４
万
石
加
増
と
な

り
、
肥
前
国
高
来
郡
日
野
江
（
現
南
島

原
市
北
有
馬
町
）
に
移
さ
れ
ま
す
が
、

程
な
く
し
て
島
原
城
の
新
築
に
か
か
り

居
城
と
し
ま
す
。

　
重
政
公
が
島
原
に
移
っ
た
年
や
島
原

城
の
築
城
年
代
に
つ
い
て
は
、
多
く
の

史
料
が
年
代
を
明
記
し
な
い
た
め
、
諸

説
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
１
６
８
２

（
天
和
２
）
年
に
記
し
た
と
さ
れ
る

『
肥ひ

ぜ
ん
の
く
に

前
国
有あ

り
ま馬
古こ

ろ
う老
物も

の
が
た
り
語
』
と
い
う
史

料
で
は
「
元
和
２
（
１
６
１
６
）
年
に

日
野
江
に
入
っ
た
後
、
島
原
浜
の
城
に

移
り
、
同
４
年
に
島
原
に
本
城
の
地
を

取
り
立
て
、
７
年
で
成
就
し
た
」
と
い

う
旨
で
具
体
的
な
年
数
を
記
し
て
い
ま

す
。

　
重
政
公
の
治
世
は
、
島
原
が
半
島
の

政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
地
と
し
て

発
展
し
て
い
く
礎
を
築
い
た
と
評
価
さ

れ
る
一
方
、
領
内
統
治
の
た
め
の
キ
リ

シ
タ
ン
の
弾
圧
と
過
重
な
年
貢
徴
収
に

よ
っ
て
、
の
ち
に
島
原
天
草
一
揆
（
島

原
の
乱
）
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
今
な

お
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
重
政
公
は
南
方
へ
の
遠
征
を

画
策
し
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
１
６
３
０

（
寛
永
７
）
年
に
ル
ソ
ン
島
（
フ
ィ
リ

ピ
ン
）
に
使
節
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
矢
先
、
小
浜
で
死
去

し
、
南
方
遠
征
は
実
現
せ
ず
、
そ
の
動

機
は
謎
の
ま
ま
と
な
り
ま
し
た
。

　
中
堀
町
に
あ
る
江
東
寺
に
は
重
政
公

の
墓
地
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
寺
に
は
島

原
大
変
で
流
失
し
た
後
に
発
見
さ
れ
た

墓
石
と
１
８
２
８
（
文
政
11
）
年
に
再

建
さ
れ
た
墓
石
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
社
会
教
育
課
学
芸
員　
吉
田
信
也
）

初
代
島
原
城
主　
松
倉
重
政
（
生
年
不
詳
―
１
６
３
０
年
）

江東寺にある
松倉重政公の墓地

地
域
お
こ
し
協
力
隊
コ
ラ
ム
⑪

　
気
が
付
け
ば
、
銀
水
の
１
周
年

ま
で
、
あ
と
３
カ
月
。
開
店
し
て

初
め
て
の
夏
は
毎
日
が
忙
し
す
ぎ

て
、
ほ
と
ん
ど
何
も
覚
え
て
い
ま

せ
ん
。
た
だ
た
だ
毎
日
を
こ
な
し

て
い
た
だ
け
と
い
う
よ
う
な
状
態

で
し
た
。
体
力
が
追
い
付
か
ず
、

も
っ
と
「
か
ん
ざ
ら
し
」
や
「
と

こ
ろ
て
ん
」
を
仕
込
み
た
い
の
に

で
き
な
い
と
悔
し
い
思
い
を
し
た

の
で
、今
年
は
「
昨
年
の
悔
し
か
っ

た
と
こ
ろ
を
改
善
す
る
ぞ
」
と
意

気
込
ん
で
い
ま
す
。
ま
ず
は
で
き

る
こ
と
か
ら
一
つ
ず
つ
と
い
う
こ

と
で
、
先
日
、
私
は
メ
ニ
ュ
ー
の

改
良
の
た
め
に
、
熊
本
県
に
あ
る

か
ん
ざ
ら
し
の
お
店
や
甘
味
処
を

訪
ね
ま
し
た
。
他
店
を
訪
ね
る
と

自
分
た
ち
の
接
客
の
良
し
悪
し
も

分
か
り
ま
す
し
、
イ
ン
テ
リ
ア
や

サ
ー
ビ
ス
の
勉
強
に
も
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ

り
参
考
に
で
き
る
点
も
多
く
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
最
も
強
く
印

象
に
残
っ
た
こ
と
は
阿
蘇
か
ら
熊

本
市
内
ま
で
の
光
景
で
し
た
。
ま

だ
ま
だ
残
る
震
災
の
爪
痕
。
あ
れ

か
ら
１
年
。
災
害
か
ら
の
復
興
に

は
継
続
的
な
支
援
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
心
の
中
で
何
か
し
な
け
れ
ば

…
と
思
い
な
が
ら
、
何
も
で
き
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
み
ま
し

た
。
対
岸
の
地
、
熊
本
。
そ
の
復

興
の
た
め
に
銀
水
で
何
か
で
き
な

い
か
…
と
考
え
る
う
ち
に
作
り
た

い
夏
メ
ニ
ュ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
が
湧

い
て
き
ま
し
た
。「
島
原
と
熊
本

の
コ
ラ
ボ
メ
ニ
ュ
ー
を
作
ろ
う
」

と
い
う
の
が
現
在
の
目
標
で
す
。

　
季
節
は
、
初
夏
へ
進
も
う
と
し

て
い
ま
す
。
昨
年
来
て
く
れ
た
人

に
も
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に

夏
に
向
け
て
準
備
し
て
い
き
ま

す
。
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