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小
田
原
城
開
城
か
ら

 

高
野
山
追
放

　

狭
山
藩
北
条
氏
の
先
祖
は
、
天
正

18
年（
1
5
9
0
）に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ

て
居
城
小
田
原
城
を
攻
め
ら
れ
、
3
か

月
に
及
ぶ
攻
防
の
末
、
4
代
氏
政
は

切
腹
、
5
代
氏
直
は
高
野
山
へ
追
放

さ
れ
た
小
田
原
北
条
氏
で
す
。こ
の
時
、

4
代
氏
政
の
弟
で
あ
る
氏
規
は
、
氏

直
同
様
高
野
山
で
の
謹
慎
処
分
と
な

り
ま
し
た
が
、
こ
の
氏
規
が
秀
吉
か
ら

許
さ
れ
、
知
行
を
得
る
こ
と
で
後
の
狭

山
藩
の
礎
を
築
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

氏
規
は
、
小
田
原
北
条
に
あ
っ
て
は
、

領
地
の
西
側
の
要
で
あ
る
韮
山
城
を
守

り
、
小
田
原
攻
撃
に
お
い
て
も
そ
の
猛

攻
に
耐
え
、
徳
川
家
康
や
豊
臣
秀
吉

と
の
交
渉
役
を
務
め
、
両
者
か
ら
も
認

め
ら
れ
て
い
た
人
物
で
す
。
そ
し
て
秀

吉
の
旗
本
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
、
河

内
国
丹
南
郡
に
2
千
石
を
あ
て
が
わ

れ
、
初
め
て
南
河
内
地
域
と
北
条
氏
が

結
び
つ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
7
千
石
に

加
増
さ
れ
、
こ
の
時
、
市
域
の
池
尻
村
、

今
熊
村
、
岩
室
村
が
含
ま
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
以
降
も
秀
吉
に
従
い
、
肥
前
名

護
屋
城
ま
で
出
陣
し
て
い
ま
す
。
氏
規

は
、
狭
山
藩
祖
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

関
ヶ
原
の
戦
い
、

 

そ
し
て
大
名
昇
格

　

氏
規
の
子
氏
盛
は
、
小
田
原
北
条

5
代
氏
直
の
養
子
と
な
り
、
６
代
を

継
ぐ
宿
命
で
し
た
が
、
戦
国
時
代
の

終
わ
り
を
告
げ
る
小
田
原
開
城
に
よ
っ

て
、
大
き
く
運
命
が
急
転
化
し
ま
し

た
。
秀
吉
に
よ
る
天
下
統
一
が
な
さ
れ
、

氏
盛
は
父
氏
規
、
養
父
氏
直
と
と
も

に
高
野
山
に
入
り
ま
し
た
。

　

氏
直
が
秀
吉
か
ら
大
名
復
帰
を
許
さ

れ
ま
し
た
が
、
急
死
し
た
た
め
、
氏
盛

の
遺
領
の
う
ち
４
千
石
を
相
続
し
、
父

氏
規
が
慶
長
５
年
（
1
6
0
0
）
に
没

し
、
父
の
遺
領
７
千
石
も
相
続
し
、
1

万
1
千
石
の
大
名
に
昇
格
し
ま
し
た
。

狭
山
藩
の
初
代
は
、
こ
の
氏
盛
で
す
。

　

そ
の
後
氏
盛
は
徳
川
家
康
に
従
い
、

下
野
小
山
へ
従
軍
し
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で

は
、
家
康
側
近
の
西
尾
吉
次
に
属
し
、

東
軍
の
家
康
本
陣
を
守
り
ま
し
た
。
氏

盛
は
慶
長
13
年
（
1
6
0
8
）
に
大
阪

久
宝
寺
町
の
屋
敷
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

 

大
坂
落
城
と

 

河
内
狭
山
の
陣
屋
構
築

　

8
歳
で
家
督
を
継
い
だ
2
代
氏
信

は
、
慶
長
20
年
（
1
6
1
5
）
5
月

の
大
坂
夏
の
陣
の
と
き
15
歳
で
し
た

が
、
江
戸
城
警
備
中
で
、
夏
の
陣
後

に
初
め
て
氏
信
は
狭
山
の
地
に
入
り

ま
し
た
。
し
か
し
陣
屋
が
ま
だ
な
か
っ

た
の
で
、
池
尻
村
の
孫
左
衛
門
の
も

と
に
仮
住
ま
い
し
た
。
そ
し
て
翌
元
和

2
年
（
1
6
1
6
）
か
ら
陣
屋
の
構

築
を
狭
山（
池
尻
村
）で
始
め
ま
し
た
。

今
の
東
小
学
校
や
狭
山
藩
陣
屋
跡
の

碑
が
建
つ
あ
た
り
で
す
。
陣
屋
構
築

に
よ
っ
て
、
名
実
と
も
に
狭
山
藩
が
誕

生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

陣
屋
は
、
3
代
氏
宗
の
と
き
に
上

屋
敷
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、

江
戸
で
は
、
上
・
下
屋
敷
を
拝
領
し
、

5
代
氏
朝
の
と
き
に
は
、
陣
屋
に
下
屋

敷
も
完
成
し
、
狭
山
藩
と
し
て
の
体
制

が
整
い
ま
し
た
。
上
屋
敷
に
は
撃
剣
道

場
や
槍
術
稽
古
場
、
下
屋
敷
に
は
馬

場
や
的
場
も
設
け
ら
れ
、
武
芸
の
鍛

錬
の
た
め
の
施
設
が
置
か
れ
ま
し
た
。

 

名
君
5
代
藩
主

 

氏
朝
の
政
治

　

12
代
に
及
ぶ
狭
山
藩
藩
主
の
な
か

で
、
傑
出
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る

の
が
5
代
氏
朝
で
す
。
氏
朝
は
幼
年
よ

り
儒
学
を
学
び
、
そ
の
後
も
神
道
を

敬
い
、
法
雲
寺
の
慧
極
道
明
か
ら
学
ん

だ
仏
教
と
、
様
々
な
知
識
を
身
に
つ
け

政
治
理
念
と
し
て
「
新
民
三
教
抄
」

を
著
し
藩
政
に
用
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

氏
朝
が
藩
政
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
施

政
方
針
と
も
い
え
る
も
の
で
、
藩
士
の

不
正
行
為
は
厳
し
く
戒
め
、
ま
た
身

分
に
か
か
わ
ら
ず
人
材
を
登
用
し
ま
し

た
。
質
素
倹
約
を
旨
と
し
、
奢
侈
を

嫌
い
、
堅
実
な
財
政
運
営
に
務
め
ま

し
た
。
幕
府
の
役
職
で
は
伏
見
奉
行

や
寺
社
奉
行
な
ど
、
他
の
藩
主
よ
り

重
職
を
務
め
て
い
ま
す
。

　

藩
と
し
て
の
威
容
を
維
持
す
る
た
め
、

下
屋
敷
を
建
て
た
り
、
馬
場
や
的
場
を

建
造
し
た
り
し
た
ほ
か
、
先
祖
を
敬
い

専
念
寺
の
氏
規
、
氏
盛
の
墓
石
を
立
て

替
え
た
り
、
法
雲
寺
に
氏
宗
、
氏
治
の

菩
提
所
を
建
立
し
た
り
し
ま
し
た
。
ま

た
氏
朝
は
、
歴
代
北
条
家
の
系
譜
の
編

さ
ん
に
情
熱
を
傾
け
た
ほ
か
、
日
記
も

の
こ
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
和
歌
に
も
秀

で
数
々
の
和
歌
集
も
の
こ
し
て
い
ま
す
。

 

氏
朝
に
よ
る

 

狭
山
池
支
配
の
始
ま
り

　

氏
朝
の
と
き
に
、
狭
山
藩
は
狭
山

池
の
支
配
を
幕
府
か
ら
許
さ
れ
ま
す
。

狭
山
池
を
藩
の
預
か
り
地
と
し
た
ほ

か
、
狭
山
池
の
支
配
の
み
な
ら
ず
、

樋
役
人
の
住
む
東
新
町
北
側
と
、
池

中
に
開
発
さ
れ
た
池
内
新
開
の
支
配
、

さ
ら
に
樋
役
人
37
人
を
も
指
揮
下
に

お
く
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
水
下

の
村
々
か
ら
の
反
対
が
あ
っ
た
も
の

の
、
氏
朝
の
政
治
力
の
結
果
と
思
わ

れ
ま
す
。
池
内
新
開
か
ら
の
取
米
を

幕
府
に
納
め
、
池
の
普
請
を
公
儀
普

請
に
す
る
な
ど
、
氏
朝
は
様
々
な
改

革
を
行
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
6
代
氏
貞
の
と
き
に
、
再

び
幕
府
の
支
配
下
と
な
り
、
狭
山
藩

の
狭
山
池
支
配
は
わ
ず
か
27
年
で
終

わ
り
ま
し
た
。
氏
貞
は
、
狭
山
池
の

池
底
に
た
ま
っ
た
堆
積
物
を
浚
渫
し
、

池
内
新
開
も
拡
張
す
る
計
画
を
延
享

5
年
（
1
7
4
8
）
に
願
い
出
ま
し

た
が
、
結
果
的
に
こ
の
計
画
は
了
承

さ
れ
ず
、
翌
年
に
狭
山
池
や
池
内
新

開
の
支
配
は
幕
府
に
返
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

 

氷
豆
腐
専
売
に
よ
る

 

財
政
改
革

　

江
戸
時
代
も
半
ば
に
な
る
と
、
幕

府
同
様
藩
財
政
も
窮
乏
し
ま
す
。
そ

の
た
め
、
狭
山
藩
で
は
対
策
と
し
て
、

倹
約
令
の
発
布
、
上
米
、
町
人
の
暴

利
抑
制
、
藩
士
の
財
務
に
対
す
る
監

視
、
藩
札
の
発
行
な
ど
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
対
策
は
十

分
な
効
果
を
発
揮
し
え
ず
、
藩
財
政

の
窮
乏
は
さ
ら
に
進
む
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
11
代
氏
燕
は
、
藩
政
改
革
の

一
環
と
し
て
、
氷
豆
腐
の
藩
営
専
売
に

取
り
掛
か
り
ま
し
た
。
藩
領
の
五
つ
の

村
に
お
い
て
、
氷
豆
腐
の
専
売
が
始
ま

り
、
大
坂
で
販
売
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ら
は
あ
る
程
度
の
収
益
を
上
げ
ま

し
た
が
、
藩
財
政
の
窮
乏
を
打
開
す

る
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な

お
氏
燕
は
、
藩
校
簡
修
館
を
中
興
し

次
代
を
担
う
人
材
の
育
成
に
も
努
め

た
藩
主
で
し
た
。

 

外
国
船
の
来
航
と

 

国
内
の
警
備

　

近
世
後
期
に
な
る
と
外
国
船
の
渡
来

が
増
え
、
海
岸
警
備
が
狭
山
藩
に
も
命

じ
ら
れ
ま
す
。
最
も
早
く
文
化
8
年

（
1
8
1
1
）
に
は
和
泉
国
鳳
郡
の
海

岸
、
そ
の
後
天
保
14
年
（
1
8
4
3
）、

安
政
元
年
（
1
8
5
4
）、
文
久
3
年

（
1
8
6
3
）
な
ど
、
複
数
年
に
わ
た

り
海
岸
警
備
を
担
当
し
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
警
備
に
は
、
藩
領
か
ら
農
兵
が
取

り
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
狭
山
陣

屋
を
訪
れ
た
天
誅
組
へ
の
対
応
、
天
誅

組
討
伐
へ
の
派
兵
、
淀
川
筋
や
大
坂
市

中
の
警
備
、
さ
ら
に
は
京
都
御
所
の
警

備
な
ど
、
幕
府
や
朝
廷
か
ら
の
命
に
従

い
軍
事
費
は
増
加
し
、
藩
財
政
は
窮
乏

し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
藩
主
た
ち
は
時

代
の
流
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
よ
う
に
過
激

な
時
代
を
生
き
抜
い
て
い
き
ま
し
た
。

 

全
国
に
先
駆
け
て
の

 

版
籍
奉
還

　

最
期
の
藩
主
で
あ
る
12
代
氏
恭
は
、

明
治
維
新
の
変
動
期
に
あ
た
り
、
全

国
の
大
名
に
先
駆
け
て
版
籍
を
奉
還

し
ま
し
た
。
1
万
石
の
小
藩
と
い
え

ど
も
、
潔
く
版
籍
の
奉
還
に
踏
み
切
っ

た
こ
と
は
、
歴
史
的
意
義
を
も
っ
て
い

る
と
い
え
ま
す
。
氏
恭
は
、
そ
の
後
明

治
天
皇
に
仕
え
、
天
皇
が
亡
く
な
る

ま
で
侍
従
と
し
て
仕
え
続
け
ま
し
た
。

北
条
氏

　
狭
山
に
は
戦
国
大
名
北
条
早
雲
の
末
裔
で
あ
る
狭
山
藩
北
条
氏
の
陣
屋
が

築
か
れ
、
二
百
五
十
年
間
に
わ
た
り
お
殿
様
が
い
ま
し
た
。
お
殿
様
は
江
戸
と

狭
山
で
一
年
お
き
に
住
み
、
江
戸
と
狭
山
に
は
上
屋
敷
と
下
屋
敷
が
置
か
れ
ま

し
た
。
狭
山
藩
の
殿
様
と
藩
士
が
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
狭
山
に
は
農
村
だ
け

の
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
武
士
の
文
化
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
十
二
代
続
い
た
狭

山
藩
で
は
、
英
主
と
う
た
わ
れ
た
五
代
藩
主
氏
朝
が
豊
か
な
歴
史
を
生
み
、
氏

朝
以
降
の
藩
主
も
幕
末
の
激
動
の
時
期
ま
で
時
代
の
流
れ
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら

も
藩
政
の
安
定
に
努
め
、
一
度
も
転
封
さ
れ
る
こ
と
な
く
明
治
を
迎
え
ま
し
た
。

　
今
号
で
は
、
市
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
狭
山
池
に
次
ぐ
歴
史
文
化
遺
産
で
あ

る
狭
山
藩
を
特
集
し
ま
す
。
大
阪
狭
山
市
は
昨
年
、
狭
山
藩
北
条
氏
の
情

報
を
全
国
に
発
信
す
る
た
め
、
小
田
原
北
条
氏
に
ゆ
か
り
の
あ
る
神
奈
川
県

小
田
原
市
な
ど
12
の
自
治
体
で
構
成
す
る
北
条
五
代
観
光
推
進
協
議
会
に

加
盟
し
、
他
の
自
治
体
と
一
緒
に
な
っ
て
北
条
氏
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
取
り
組
み

を
始
め
ま
し
た
。
狭
山
藩
の
歴
史
を
大
阪
狭
山
市
教
育
委
員
会
教
育
部
歴

史
文
化
グ
ル
ー
プ
に
伺
い
ま
し
た
。

う
じ
と
も

う
じ
の
り

う
じ
も
り

う
じ
の
ぶ

紅裾濃縅腹巻 (濱田恒一氏蔵 )紅裾濃縅腹巻 (濱田恒一氏蔵 )狭山藩陣屋上屋敷図(個人蔵)狭山藩陣屋下屋敷図(個人蔵)

小田原北条家墓所（高野山）

現存する陣屋の門（堺市）

う
じ
む
ね

狭山藩初代
氏 盛

狭山藩祖
氏規

5代
氏直

4代
氏政
弟 養子

2代 氏信

3代 氏宗

4代 氏治

5代 氏朝

6代 氏貞

7代 氏彦

8代 氏昉

9代 氏喬

10代 氏久

11代 氏燕

12代 氏恭

子

小田原北条

戦
国
大
名 

小
田
原
北
条
五
代
の
末
裔

狭
山
藩
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小
田
原
城
開
城
か
ら

 

高
野
山
追
放

　

狭
山
藩
北
条
氏
の
先
祖
は
、
天
正

18
年（
1
5
9
0
）に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ

て
居
城
小
田
原
城
を
攻
め
ら
れ
、
3
か

月
に
及
ぶ
攻
防
の
末
、
4
代
氏
政
は

切
腹
、
5
代
氏
直
は
高
野
山
へ
追
放

さ
れ
た
小
田
原
北
条
氏
で
す
。こ
の
時
、

4
代
氏
政
の
弟
で
あ
る
氏
規
は
、
氏

直
同
様
高
野
山
で
の
謹
慎
処
分
と
な

り
ま
し
た
が
、
こ
の
氏
規
が
秀
吉
か
ら

許
さ
れ
、
知
行
を
得
る
こ
と
で
後
の
狭

山
藩
の
礎
を
築
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

氏
規
は
、
小
田
原
北
条
に
あ
っ
て
は
、

領
地
の
西
側
の
要
で
あ
る
韮
山
城
を
守

り
、
小
田
原
攻
撃
に
お
い
て
も
そ
の
猛

攻
に
耐
え
、
徳
川
家
康
や
豊
臣
秀
吉

と
の
交
渉
役
を
務
め
、
両
者
か
ら
も
認

め
ら
れ
て
い
た
人
物
で
す
。
そ
し
て
秀

吉
の
旗
本
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
、
河

内
国
丹
南
郡
に
2
千
石
を
あ
て
が
わ

れ
、
初
め
て
南
河
内
地
域
と
北
条
氏
が

結
び
つ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
7
千
石
に

加
増
さ
れ
、
こ
の
時
、
市
域
の
池
尻
村
、

今
熊
村
、
岩
室
村
が
含
ま
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
以
降
も
秀
吉
に
従
い
、
肥
前
名

護
屋
城
ま
で
出
陣
し
て
い
ま
す
。
氏
規

は
、
狭
山
藩
祖
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

関
ヶ
原
の
戦
い
、

 

そ
し
て
大
名
昇
格

　

氏
規
の
子
氏
盛
は
、
小
田
原
北
条

5
代
氏
直
の
養
子
と
な
り
、
６
代
を

継
ぐ
宿
命
で
し
た
が
、
戦
国
時
代
の

終
わ
り
を
告
げ
る
小
田
原
開
城
に
よ
っ

て
、
大
き
く
運
命
が
急
転
化
し
ま
し

た
。
秀
吉
に
よ
る
天
下
統
一
が
な
さ
れ
、

氏
盛
は
父
氏
規
、
養
父
氏
直
と
と
も

に
高
野
山
に
入
り
ま
し
た
。

　

氏
直
が
秀
吉
か
ら
大
名
復
帰
を
許
さ

れ
ま
し
た
が
、
急
死
し
た
た
め
、
氏
盛

の
遺
領
の
う
ち
４
千
石
を
相
続
し
、
父

氏
規
が
慶
長
５
年
（
1
6
0
0
）
に
没

し
、
父
の
遺
領
７
千
石
も
相
続
し
、
1

万
1
千
石
の
大
名
に
昇
格
し
ま
し
た
。

狭
山
藩
の
初
代
は
、
こ
の
氏
盛
で
す
。

　

そ
の
後
氏
盛
は
徳
川
家
康
に
従
い
、

下
野
小
山
へ
従
軍
し
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で

は
、
家
康
側
近
の
西
尾
吉
次
に
属
し
、

東
軍
の
家
康
本
陣
を
守
り
ま
し
た
。
氏

盛
は
慶
長
13
年
（
1
6
0
8
）
に
大
阪

久
宝
寺
町
の
屋
敷
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

 

大
坂
落
城
と

 

河
内
狭
山
の
陣
屋
構
築

　

8
歳
で
家
督
を
継
い
だ
2
代
氏
信

は
、
慶
長
20
年
（
1
6
1
5
）
5
月

の
大
坂
夏
の
陣
の
と
き
15
歳
で
し
た

が
、
江
戸
城
警
備
中
で
、
夏
の
陣
後

に
初
め
て
氏
信
は
狭
山
の
地
に
入
り

ま
し
た
。
し
か
し
陣
屋
が
ま
だ
な
か
っ

た
の
で
、
池
尻
村
の
孫
左
衛
門
の
も

と
に
仮
住
ま
い
し
た
。
そ
し
て
翌
元
和

2
年
（
1
6
1
6
）
か
ら
陣
屋
の
構

築
を
狭
山（
池
尻
村
）で
始
め
ま
し
た
。

今
の
東
小
学
校
や
狭
山
藩
陣
屋
跡
の

碑
が
建
つ
あ
た
り
で
す
。
陣
屋
構
築

に
よ
っ
て
、
名
実
と
も
に
狭
山
藩
が
誕

生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

陣
屋
は
、
3
代
氏
宗
の
と
き
に
上

屋
敷
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、

江
戸
で
は
、
上
・
下
屋
敷
を
拝
領
し
、

5
代
氏
朝
の
と
き
に
は
、
陣
屋
に
下
屋

敷
も
完
成
し
、
狭
山
藩
と
し
て
の
体
制

が
整
い
ま
し
た
。
上
屋
敷
に
は
撃
剣
道

場
や
槍
術
稽
古
場
、
下
屋
敷
に
は
馬

場
や
的
場
も
設
け
ら
れ
、
武
芸
の
鍛

錬
の
た
め
の
施
設
が
置
か
れ
ま
し
た
。

 

名
君
5
代
藩
主

 

氏
朝
の
政
治

　

12
代
に
及
ぶ
狭
山
藩
藩
主
の
な
か

で
、
傑
出
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る

の
が
5
代
氏
朝
で
す
。
氏
朝
は
幼
年
よ

り
儒
学
を
学
び
、
そ
の
後
も
神
道
を

敬
い
、
法
雲
寺
の
慧
極
道
明
か
ら
学
ん

だ
仏
教
と
、
様
々
な
知
識
を
身
に
つ
け

政
治
理
念
と
し
て
「
新
民
三
教
抄
」

を
著
し
藩
政
に
用
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

氏
朝
が
藩
政
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
施

政
方
針
と
も
い
え
る
も
の
で
、
藩
士
の

不
正
行
為
は
厳
し
く
戒
め
、
ま
た
身

分
に
か
か
わ
ら
ず
人
材
を
登
用
し
ま
し

た
。
質
素
倹
約
を
旨
と
し
、
奢
侈
を

嫌
い
、
堅
実
な
財
政
運
営
に
務
め
ま

し
た
。
幕
府
の
役
職
で
は
伏
見
奉
行

や
寺
社
奉
行
な
ど
、
他
の
藩
主
よ
り

重
職
を
務
め
て
い
ま
す
。

　

藩
と
し
て
の
威
容
を
維
持
す
る
た
め
、

下
屋
敷
を
建
て
た
り
、
馬
場
や
的
場
を

建
造
し
た
り
し
た
ほ
か
、
先
祖
を
敬
い

専
念
寺
の
氏
規
、
氏
盛
の
墓
石
を
立
て

替
え
た
り
、
法
雲
寺
に
氏
宗
、
氏
治
の

菩
提
所
を
建
立
し
た
り
し
ま
し
た
。
ま

た
氏
朝
は
、
歴
代
北
条
家
の
系
譜
の
編

さ
ん
に
情
熱
を
傾
け
た
ほ
か
、
日
記
も

の
こ
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
和
歌
に
も
秀

で
数
々
の
和
歌
集
も
の
こ
し
て
い
ま
す
。

 

氏
朝
に
よ
る

 
狭
山
池
支
配
の
始
ま
り

　

氏
朝
の
と
き
に
、
狭
山
藩
は
狭
山

池
の
支
配
を
幕
府
か
ら
許
さ
れ
ま
す
。

狭
山
池
を
藩
の
預
か
り
地
と
し
た
ほ

か
、
狭
山
池
の
支
配
の
み
な
ら
ず
、

樋
役
人
の
住
む
東
新
町
北
側
と
、
池

中
に
開
発
さ
れ
た
池
内
新
開
の
支
配
、

さ
ら
に
樋
役
人
37
人
を
も
指
揮
下
に

お
く
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
水
下

の
村
々
か
ら
の
反
対
が
あ
っ
た
も
の

の
、
氏
朝
の
政
治
力
の
結
果
と
思
わ

れ
ま
す
。
池
内
新
開
か
ら
の
取
米
を

幕
府
に
納
め
、
池
の
普
請
を
公
儀
普

請
に
す
る
な
ど
、
氏
朝
は
様
々
な
改

革
を
行
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
6
代
氏
貞
の
と
き
に
、
再

び
幕
府
の
支
配
下
と
な
り
、
狭
山
藩

の
狭
山
池
支
配
は
わ
ず
か
27
年
で
終

わ
り
ま
し
た
。
氏
貞
は
、
狭
山
池
の

池
底
に
た
ま
っ
た
堆
積
物
を
浚
渫
し
、

池
内
新
開
も
拡
張
す
る
計
画
を
延
享

5
年
（
1
7
4
8
）
に
願
い
出
ま
し

た
が
、
結
果
的
に
こ
の
計
画
は
了
承

さ
れ
ず
、
翌
年
に
狭
山
池
や
池
内
新

開
の
支
配
は
幕
府
に
返
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

 

氷
豆
腐
専
売
に
よ
る

 

財
政
改
革

　

江
戸
時
代
も
半
ば
に
な
る
と
、
幕

府
同
様
藩
財
政
も
窮
乏
し
ま
す
。
そ

の
た
め
、
狭
山
藩
で
は
対
策
と
し
て
、

倹
約
令
の
発
布
、
上
米
、
町
人
の
暴

利
抑
制
、
藩
士
の
財
務
に
対
す
る
監

視
、
藩
札
の
発
行
な
ど
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
対
策
は
十

分
な
効
果
を
発
揮
し
え
ず
、
藩
財
政

の
窮
乏
は
さ
ら
に
進
む
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
11
代
氏
燕
は
、
藩
政
改
革
の

一
環
と
し
て
、
氷
豆
腐
の
藩
営
専
売
に

取
り
掛
か
り
ま
し
た
。
藩
領
の
五
つ
の

村
に
お
い
て
、
氷
豆
腐
の
専
売
が
始
ま

り
、
大
坂
で
販
売
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ら
は
あ
る
程
度
の
収
益
を
上
げ
ま

し
た
が
、
藩
財
政
の
窮
乏
を
打
開
す

る
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な

お
氏
燕
は
、
藩
校
簡
修
館
を
中
興
し

次
代
を
担
う
人
材
の
育
成
に
も
努
め

た
藩
主
で
し
た
。

 

外
国
船
の
来
航
と

 

国
内
の
警
備

　

近
世
後
期
に
な
る
と
外
国
船
の
渡
来

が
増
え
、
海
岸
警
備
が
狭
山
藩
に
も
命

じ
ら
れ
ま
す
。
最
も
早
く
文
化
8
年

（
1
8
1
1
）
に
は
和
泉
国
鳳
郡
の
海

岸
、
そ
の
後
天
保
14
年
（
1
8
4
3
）、

安
政
元
年
（
1
8
5
4
）、
文
久
3
年

（
1
8
6
3
）
な
ど
、
複
数
年
に
わ
た

り
海
岸
警
備
を
担
当
し
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
警
備
に
は
、
藩
領
か
ら
農
兵
が
取

り
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
狭
山
陣

屋
を
訪
れ
た
天
誅
組
へ
の
対
応
、
天
誅

組
討
伐
へ
の
派
兵
、
淀
川
筋
や
大
坂
市

中
の
警
備
、
さ
ら
に
は
京
都
御
所
の
警

備
な
ど
、
幕
府
や
朝
廷
か
ら
の
命
に
従

い
軍
事
費
は
増
加
し
、
藩
財
政
は
窮
乏

し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
藩
主
た
ち
は
時

代
の
流
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
よ
う
に
過
激

な
時
代
を
生
き
抜
い
て
い
き
ま
し
た
。

 

全
国
に
先
駆
け
て
の

 

版
籍
奉
還

　

最
期
の
藩
主
で
あ
る
12
代
氏
恭
は
、

明
治
維
新
の
変
動
期
に
あ
た
り
、
全

国
の
大
名
に
先
駆
け
て
版
籍
を
奉
還

し
ま
し
た
。
1
万
石
の
小
藩
と
い
え

ど
も
、
潔
く
版
籍
の
奉
還
に
踏
み
切
っ

た
こ
と
は
、
歴
史
的
意
義
を
も
っ
て
い

る
と
い
え
ま
す
。
氏
恭
は
、
そ
の
後
明

治
天
皇
に
仕
え
、
天
皇
が
亡
く
な
る

ま
で
侍
従
と
し
て
仕
え
続
け
ま
し
た
。

え
ご
く
ど
う
み
ょ
う

う
じ
さ
だ

う
じ
よ
し

う
じ
ゆ
き

新民三教抄（北条尚氏蔵）氏朝の日記（北条尚氏蔵）

用語解説

【陣屋】 江戸時代、城郭を構えない無城の小大名や旗本などの領地内の居館。
【新民三教抄】 氏朝が、長年にわたって自らを練磨してきた体験を基礎に説き示したもので、人の行くべき道を説いたもの。
【樋役人】 狭山新町に住み、池守とともに狭山池の管理を行うもので、東新町と西新町に３７人がいた。
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狭山藩北条氏に触れよう
～13人のお殿様の物語を通じて狭山藩を知ろう～

詳しくは広報さやま9月号に折込の「公民館だより」をご覧下さい。　〈問合せ〉 大阪狭山市立公民館 072-366-0070

大阪狭山市立公民館10:00～12:00（全6回とも）

2018年

289 金 510 金 12 金 19金 26 金 211・ ・ ・ ・ ・ 金 全6回シリーズ開催日

時　間 会　場

ま
と
め

　

狭
山
藩
の
歴
史
を
駆
け
足
で
振
り
返
り
ま

し
た
。
江
戸
時
代
、
狭
山
に
北
条
氏
の
陣
屋

が
置
か
れ
、
お
殿
様
が
い
ま
し
た
が
、
決
し

て
平
穏
無
事
な
平
和
な
歴
史
が
あ
っ
た
だ
け

で
は
な
く
、
日
本
や
世
界
の
流
れ
に
翻
弄
さ

れ
た
歴
史
も
あ
り
ま
し
た
。
市
教
育
委
員
会

で
は
藩
校
で
あ
っ
た
簡
修
館
と
い
う
名
の
歴

史
講
座
で
今
年
も
狭
山
藩
を
取
り
上
げ
た

り
、「
狭
山
藩
北
条
氏
に
触
れ
よ
う
〜
13
人

の
お
殿
様
の
物
語
を
通
じ
て
狭
山
藩
を
知
ろ

う
〜
」
と
い
う
公
民
館
講
座
を
秋
に
開
催
し

た
り
す
る
そ
う
で
す
。

　

私
た
ち
市
民
が
狭
山
藩
の
歴
史
を
学
び
、

そ
の
魅
力
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
狭
山
藩

と
い
う
歴
史
文
化
遺
産
を
、
も
っ
と
ま
ち
づ

く
り
に
活
か
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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