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翌
日
、里
見
実
堯
は
単
騎
で
稲
村
城
に
馳
せ
参
じ
た
。 

 
義
豊
へ
の
見
舞
い
で
あ
る
が
、
御
傍
衆
の
一
件
に
対

す
る
釈
明
も
あ
る
。 

昨
日
の
や
り
と
り
は
、
す
べ
て
中
里
実
次
が
実
堯
へ

報
せ
て
い
た
。 

成
る
程
、
こ
れ
は
義
豊
の
こ
と
と
い
う
よ
り
、
奉
行

衆
に
取
っ
て
代
わ
る
た
め
の
野
心
を
確
か
め
合
う
談
合

と
呼
ぶ
べ
き
か
。 

「
兄
者
、
よ
う
参
ら
れ
た
」 

 

迎
え
に
出
た
中
里
備
中
守
実
次
に
、
実
堯
は
笑
っ
て

手
を
上
げ
た
。 

「
殿
の
取
り
巻
き
は
な
、
些
か
思
慮
が
足
り
ぬ
。
年
寄

と
し
て
儂
が
首
根
っ
こ
を
押
さ
え
て
い
る
間
は
よ
い
が
、

い
つ
ま
で
も
鎮
ま
っ
て
お
る
ま
い
」 

「
す
ま
ぬ
の
う
」 

「
兄
者
も
こ
の
際
、
は
っ
き
り
と
〈
一
統
〉
を
捨
て
る

よ
う
お
っ
し
ゃ
る
が
よ
か
ろ
う
。
先
代
亡
き
い
ま
、
兄

者
を
置
い
て
物
申
せ
る
者
も
お
り
ま
せ
ぬ
」 

こ
の
日
、
中
里
備
中
守
実
次
は
御
傍
衆
と
し
て
で
は

な
く
、
中
立
を
志
し
た
。
ゆ
え
に
剃
髪
し
、〈
中
里
備
中

入
道
正
端
〉
と
号
し
て
、
こ
の
場
に
臨
ん
で
い
た
。 

 

実
堯
は
義
豊
に
対
し
、
機
嫌
伺
い
を
告
い
だ
。 

「
叔
父
上
は
儂
を
病
人
に
し
た
い
の
か
な
？
」 

「
鎌
倉
攻
め
で
気
鬱
と
な
ら
れ
た
由
、気
懸
か
り
に
候
」 

「
気
鬱
と
は
、
大
袈
裟
な
」 

 

義
豊
は
苦
笑
い
を
浮
か
べ
た
。 

「
も
う
、〈
一
統
〉
の
こ
と
は
忘
れ
な
さ
れ
。
急
が
ず
と

も
、
い
つ
か
世
が
、
そ
れ
を
為
す
べ
き
と
示
す
と
き
が

訪
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
我
ら
は
寄
騎
筆
頭
の
里
見
家

を
太
く
大
き
な
も
の
と
し
、
在
地
豪
族
を
も
呑
み
込
む

程
に
育
つ
べ
き
な
の
で
す
」 

 

実
堯
が
穏
や
か
に
語
り
か
け
た
。 

 

義
豊
は
言
葉
が
な
い
。
こ
の
場
は
丸
く
収
ま
り
、
波

乱
の
な
い
ま
ま
、
見
舞
い
の
対
面
は
終
わ
っ
た
。 

御
傍
衆
は
面
白
く
な
か
っ
た
。
い
や
、
い
ち
ば
ん
面

白
く
な
い
の
は
、
義
豊
だ
っ
た
。
父
に
云
わ
れ
る
う
ち

は
、
ま
だ
い
い
。
し
か
し
、
叔
父
に
云
わ
れ
る
こ
と
は
、

ど
う
に
も
堪
え
難
い
心
地
だ
っ
た
。 

も
し
も
こ
の
場
に
美
が
い
た
ら
、
心
を
見
透
か
さ
れ

て 

「
小
さ
い
男
よ
」 

と
詰
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
器
が
小
さ
い
こ
と
は
認
め
ざ
る

を
得
な
い
。し
か
し
、〈
一
統
〉を
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
、

や
は
り
許
し
難
い
。 

 

ひ
と
つ
だ
け
明
確
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。 

義
豊
に
と
っ
て
目
の
上
の
瘤
で
あ
る
奉
行
衆
。
傅
役

や
舅
た
ち
を
含
む
御
傍
衆
。
こ
れ
と
の
対
立
が
浮
き
彫

り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。 

「
殿
の
御
味
方
は
、ど
こ
ま
で
も
我
ら
御
傍
衆
で
す
ぞ
」 

 

中
里
源
太
左
衛
門
も
本
間
八
右
衛
門
も
、
き
っ
と
そ

う
云
う
だ
ろ
う
。 

 

奉
行
衆
も
御
傍
衆
も
、
在
地
豪
族
で
あ
る
。〈
一
統
〉

の
名
の
も
と
に
吸
収
さ
れ
る
べ
き
存
在
だ
。
し
か
し
、

御
傍
衆
の
方
が
懐
柔
し
や
す
い
か
も
知
れ
ぬ
と
、
義
豊

は
考
え
た
。 

 

中
里
源
太
左
衛
門
等
は
里
見
実
堯
を
嫌
っ
て
い
る
。 

「
い
つ
か
は
排
斥
せ
ね
ば
な
る
ま
い
」 

誰
い
う
と
な
く
義
豊
は
独
り
言
を
呟
い
た
。 

  

大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
一
二
月
。 

里
見
義
豊
は
上
総
国
矢
那
郷
（
現
・
木
更
津
市
）
の

鋳
物
師
・
大
野
大
膳
亮
に
感
状
を
与
え
て
い
る
。 

  

房
州
鋳
物
大
工
職
之
事
、
望
申
候
、 

御
心
得
候
、不
存
無
沙
汰
、如
先
例
可
勤
之
也
、 

大
永
七
年 

十
二
月
廿
三
日 

 

（
花
押
） 

大
野
大
膳
亮
か
た
へ 

  

そ
れ
に
は
、
次
の
添
え
状
も
あ
っ
た
。 

 

房
州
大
工
役
之
事
、
被
申
上
候
、 

令
披
露
御
一
筆
遣
之
候
、
如
先
例
、 

不
存
無
沙
汰
、
可
被
走
回
候
、
謹
言
、 

大
永
七
年 

 
 
 
 

中
里
備
中
守 

十
二
月
廿
三
日 

 
 

実
次（
花
押
） 

大
野
大
膳
亮
殿 
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す
な
わ
ち 

「
房
州
の
鋳
物
師
を
束
ね
る
役
を
任
せ
る
も
の
な
り
」 

と
い
う
地
位
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
民
衆
懐
柔
の
内
政
で
あ
る 

在
地
豪
族
と
は
無
縁
の
民
衆
懐
柔
、
義
豊
の
行
動
は

〈
一
統
〉
に
向
か
っ
て
い
た
。 

＋
＋
＋
＋ 

    

相
剋
の
は
じ
ま
り
（
２
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