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前田利長と
富山城

　

最
近
、富
山
城
の
発
掘
工
事
が
進
み
、

富
山
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
る

様
々
な
発
見
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、今
回
、前
田
利
長
と
富
山
城

の
関
係
に
つ
い
て
お
さ
ら
い
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

　

富
山
城
は
戦
国
時
代
の
天
文
12

（
１
５
４
３
）年
、神じ
ん
ぼ
う保
長な
が
も
と職
が
家
臣
の

水
越
勝
重
に
築
か
せ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
後
、天
正
10（
１
５
８
２
）

年
に
、佐
々
成
政
が
越
中
の
領
主
と

な
り
入
城
し
ま
し
た
。
し
か
し
、秀

吉
に
歯
向
か
っ
た
た
め
に
、天
正
13

（
１
５
８
５
）年
、10
万
の
大
軍
に
攻
め

ら
れ
降
伏
。秀
吉
に
よ
り
、越
中
は
前
田

家
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

慶
長
４（
１
５
９
９
）年
、利
家
死
去

に
よ
り
、利
長
が
加
賀
藩
主
と
な
り
、豊

臣
家
五
大
老
の
一
人
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、前
田
氏
を
屈
服
さ
せ
よ
う

と
す
る
徳
川
家
康
の
謀
略
が
あ
り
、加

賀
征
伐
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。利
長
は
、

豊
臣
家
に
救
援
を
求
め
ま
し
た
が
断
ら

れ
た
た
め
、実
母
の
芳
春
院（
ま
つ
）を

人
質
と
し
て
江
戸
の
家
康
に
差
し
出
す

こ
と
、異
母
弟
の
利
常
と
珠
姫（
徳
川
秀

忠
の
娘
）を
結
婚
さ
せ
る
こ
と
、自
身
の

隠
居
な
ど
を
約
束
す
る
こ
と
で
戦
い
を

回
避
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、関
ヶ
原
の

戦
い
で
徳
川
方
に
つ
い
て
働
い
た
功
に

よ
り
、加
・
越
・
能
の
３
ヶ
国
１
２
０
万

石
の
領
有
を
徳
川
氏
に
承
認
さ
れ
ま
し

た
。

　

慶
長
10（
１
６
０
５
）年
、利
長
は
約

束
ど
お
り
、隠
居
し
ま
し
た
。44
歳
の
若

さ
で
し
た
。養
老
の
地
と
し
て
選
ん
だ

の
が
富
山
で
し
た
。
そ
し
て
、利
長
は
、

富
山
城
や
城
下
の
再
編
成
を
行
い
ま
し

た
。

　

利
長
は
、父
・
利
家
と
と
も
に
招
か

れ
た
こ
と
の
あ
る
秀
吉
の
聚
楽
第
を
手

本
に
富
山
城
を
改
修
し
ま
す
。
ま
た
、

瓦
に
家
紋
を
つ
け
た
り
、「
鏡
石
」と
呼

ば
れ
る
巨
石
を
置
く
な
ど
、実
質
的
な

支
配
者
と
し
て
の
立
場
を
表
明
し
ま
し

た
。
こ
の
時
、利
常
は
ま
だ
12
歳
。藩
の

実
質
的
な
権
力
は
ま
だ
利
長
が
握
っ
て

い
た
の
で
す
。
な
お
、鏡
石
は
、富
山
城

の
入
口
の
石
垣
に
５
つ
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、利
長
が
力
を
入
れ
て
改

修
し
た
富
山
城
で
す
が
、慶
長
14

（
１
６
０
９
）年
に
、い
た
ち
川
べ
り
の

柄
巻
屋
彦
三
郎
宅
か
ら
失
火
し
、城
下

町
と
と
も
に
残
ら
ず
焼
失
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　
「
神
通
川
と
呉
羽
丘
陵
」（
廣
瀬
誠
著
・

桂
書
房
）に
よ
る
と
、富
山
の
春
先
の

フ
ェ
ー
ン
現
象
下
の
火
災
は
、剱
岳
か

ら
吹
き
下
ろ
す「
剱
の
火
事
」と
恐
れ
ら

れ
た
ほ
ど
猛
烈
だ
っ
た
そ
う
で
す
。土

蔵
に
難
を
避
け
た
女
中
達
も
こ
と
ご
と

く
焼
死
し
た
と
い
い
ま
す
。

　

前
田
利
長
は
、か
ろ
う
じ
て
脱
出
、

富
山
町
の
南
限
の
町
端
に
あ
っ
て
焼
け

残
っ
た
神
戸
清
右
衛
門
宅
に
３
日
間
逗

留
し
、魚
津
に
移
り
ま
す
。

　

大
火
の
印
象
は
強
烈
で
、利
長
は
富

山
城
再
建
を
断
念
し
、射
水
郡
関
野
に

新
し
い
城
を
築
き
、そ
の
地
を「
高
岡
」

と
名
付
け
、城
下
町
を
開
き
ま
し
た
。

　

な
お
、富
山
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、利

長
は
城
の
全
焼
に
大
変
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
、そ
の
心
情
を
つ
づ
っ
た
手
紙
を
多

く
残
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、高

岡
城
の
水
堀
が
と
て
も
広
い
の
も
、火

の
粉
が
飛
ん
で
こ
な
い
よ
う
、富
山
城

で
の
経
験
を
生
か
し
た
対
策
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

慶
長
19（
１
６
１
４
）年
、利
長
は
亡

く
な
り
ま
す
。正
保
3（
１
６
４
６
）年
、

利
常
は
、33
回
忌
に
、利
長
の
院
号
に
ち

な
ん
で
菩
提
寺
を
瑞
龍
寺
と
改
称
し
、

新
た
に
建
物
を
造
営
し
ま
し
た（
平
成

９
年
、国
宝
に
指
定
）。

　

寛
永
16
年（
１
６
３
９
年
）、3
代
利

常
が
加
賀
小
松
に
隠
退
す
る
時
、幕
府

の
厳
し
い
監
視
の
目
を
や
わ
ら
げ
る
た

め
、加
賀
・
越
中
・
能
登
の
１
２
０
万
石

の
う
ち
、婦
負
郡
6
万
石
の
他
、下
新
川

郡
浦
山
辺
、新
川
郡
富
山
辺
、加
賀
国
能

美
郡
の
一
部
の
計
約
10
万
石
を
次
子
利

次
に
与
え
富
山
藩
が
誕
生
し
ま
す
。当

初
、利
次
は
、百
塚
に
築
城
す
る
こ
と
を

考
え
、富
山
城
を
仮
城
に
し
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、財
政
的
に
も
厳
し
く

断
念
し
ま
し
た
。
ま
た
、領
地
が
分
散

し
て
治
め
に
く
か
っ
た
た
め
、万
治
3

年（
１
６
６
０
）年
、利
次
は
加
賀
藩
と

富
山
藩
の
領
地
を
交
換
す
る
許
可
を
得

て
、富
山
町
は
富
山
藩
の
領
地
と
な
り

ま
し
た
。翌
年
か
ら
、幕
府
の
許
可
を
得

て
、富
山
城
の
修
復
と
城
下
町
の
本
格

的
な
整
備
が
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、13
代
続
く
富
山
前
田
家
の
居
城
と

な
っ
た
の
で
す
。

　

歴
史
に「
も
し
…
」と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、慶
長
14
年
の
大
火
事

が
な
け
れ
ば
、富
山
の
町
は
今
と
は
異

な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

慶長14年の大火災で隠居した富山城が焼失。
富山城再建を断念し、高岡へ


