
り
こ
の
名
称
が
よ
み
が
え
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヽ

千
葉
氏
を
強
大
化
せ
し
め
た
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究

ー
東
氏
の
信
仰
や
文
芸
に
つ
い
て
ー

千
葉
氏
と
東
氏

現
在
の
千
葉
県
香
取
郡
東
庄
町
か
ら
銚
子
市
の
利
根
川
下
流
域
に
至
る
利
根

川
・
黒
部
川
流
域
低
湿
地
と
台
地
部
の
か
な
り
広
範
囲
の
地
域
を
中
世
に
支
配

し
た
武
士
と
し
て
、
東
氏
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
東
庄
の
名
称
は
多
分
位
置

関
係
か
ら
来
た
も
の
で
、
東
の
方
の
庄
園
と
い
う
程
度
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

現
在
の
東
庄
町
と
い
う
名
称
も
、
昭
和
三
十
年
七
月
―
-
＋
日
に
神
代
村
、
笹
川

町
、
橘
村
、
東
城
村
が
町
村
合
併
し
た
と
き
に
、
当
地
域
の
歴
史
を
ふ
り
か
え

か
つ
て
、
中
世
に
千
葉
一
門
の
東
氏
が
此
処
を
支
配
し
た
が
、
東
氏
の
姓
も

東
庄
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
東
氏
と
い
う
の
は
有
名
な
千
葉
常
胤
の

六
男
で
、
胤
頼
と
い
う
文
人
武
将
が
地
頭
と
な
っ
て
こ
の
地
域
に
入
っ
た
も
の

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

と
こ
ろ
で
、
千
葉
氏
は
一
族
あ
げ
て
妙
見
尊
を
信
仰
し
て
い
た
こ
と
が
良
く

知
ら
れ
て
い
る
。
千
葉
氏
に
見
る
妙
見
信
仰
と
い
う
の
は
当
時
の
千
葉
氏
一
門

が
共
通
し
て
崇
敬
す
る
尊
像
と
し
て
妙
見
尊
を
対
象
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
信
仰
の
特
色
と
し
て
は
尊
像
が
小
さ
く
規
模
も
屋
敷
神
程
度
の
も
の
が
多

か
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
は
尊
像
が
小
さ
い
か
ら
と
言
っ
て
信
仰
心
も
弱
い
と

は
い
え
な
い
と
い
う
当
時
の
神
仏
崇
拝
に
対
す
る
考
え
方
が
背
景
に
あ
っ
た
。

見
ら
れ
る
。

尊
像
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
移
動
が
簡
単
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、

各
地
に
展
開
し
や
す
い
素
地
を
も
っ
て
い
た
。
千
葉
氏
は
祖
先
平
良
文
の
時
代

か
ら
妙
見
尊
を
信
仰
し
、
一
門
に
広
め
同
一
守
護
神
を
も
っ
た
そ
の
結
束
が
後
々

あ
る
面
か
ら
見
る
と
ず
っ
と
後
世
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
と
良
く
似
て
い
る
面
も

で
あ
る
。

樋
口
誠
太
郎

-1  (1) -



地図 1 妙見尊又は北辰を祭神としてまつっている神社の分布
東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

—2 (2) -



圏
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
う
。

宗
家
を
継
ぎ
、

と
は
で
き
な
い
が
事
例
と
し
て
、
尊
像
・
懸
仏
型
の
も
の
を
あ
げ
た
。

-
Eわ
れ
て
い
る
。

信
仰
の
特
色
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
、
「
城
」
な
ど
で
も
千
葉
一
族
の
城
で
あ
れ

右
の
文
中
に
ー
各
家
の
中
で
妙
見
神
を
祭
り
ー
ー
ー
と
あ
る
が
こ
れ
は
妙
見

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
L

と
結
ば
れ
て
い
る
。

ま
た
常
胤
の
六
人
の
男
の
子
ど
も
の
う
ち
四
人
ま
で

千
葉
常
胤
の
時
代
に
分
か
れ
て
い
っ
た
子
ど
も
た
ち
を
見
る
と
長
男
胤
正
が

二
男
師
常
は
相
馬
氏
を
名
乗
り
、

男
胤
信
は
大
須
賀
氏
を
、

乗
る
の
で
あ
る
。

五
男
胤
通
は
国
分
氏
を
、
六
男
の
胤
頼
が
東
氏
を
名

て
い
る
妙
見
、
北
辰
、
星
宮
、
将
門
、
妙
剣
、
星
勝
、

社
の
分
布
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

三
男
胤
盛
は
武
石
氏
を
、
四

（
長
男
と
三
男
以
外
）

が
東
総
台
地
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
単
に
い
い
伝
え
だ
け
で
は
な
く
次
に
示
し

た
「
妙
見
尊
を
祀
る
神
社
の
分
布
」
を
見
て
も
こ
の
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
こ

れ
は
『
千
葉
県
宗
教
法
人
名
簿
』
（
千
葉
県
総
務
部
文
書
学
事
課
）
に
記
載
さ
れ

な
ど
の
名
称
を
も
つ
神

こ
の
他
君
津
市
の
人
見
神
社
の
様
に
か
つ
て
「
人
見
の
妙
見
」
と
言
わ
れ
て

良
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
は
、
こ
こ
に
入
れ
た
。
ま
た
、
前
述
の
様
に
妙
見
社

は
小
祠
が
多
く
、
家
々
や
小
集
落
単
位
で
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
の

で
そ
れ
だ
け
身
近
か
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
明
治
末
年
に
政
府
が

行
っ
た
「
神
社
合
祀
」
に
よ
っ
て
小
さ
い
妙
見
社
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い

っ
た
。
し
た
が
っ
て
現
在
見
ら
れ
る
様
に
神
社
と
し
て
の
数
の
上
で
は
大
変
少

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
分
布
で
そ
の
傾
向
を
見
る
と
信
仰
の
特
色
が
う
か

が
わ
れ
る
。
こ
の
妙
見
尊
関
係
の
分
布
区
域
こ
そ
が
往
時
の
千
葉
一
門
の
勢
力

ま
た
千
葉
一
門
の
妙
見
信
仰
は
、
合
戦
に
於
い
て
は
「
軍
神
」
と
し
て
戦
勝

を
祈
願
し
、
平
時
に
於
い
て
は
広
大
な
下
総
台
地
に
展
開
す
る
牧
に
生
育
す
る

馬
の
守
り
神
と
も
な
っ
て
い
た
。
『
吾
妻
鏡
』
を
見
る
と
、
千
葉
常
胤
父
子
や
そ

の
一
門
と
思
わ
れ
る
人
び
と
が
鎌
倉
幕
府
の
公
・
私
に
亘
る
行
事
に
馬
を
献
上

牧
が
あ
り
良
馬
が
生
産
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

て
『
千
葉
常
胤
』
の
中
で
「
平
忠
常
の
子
孫
た
ち
が
相
互
に
ど
ん
な
関
係
を
結

ん
で
い
た
か
、
残
念
な
が
ら
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
同
じ
妙
見
信
仰
を
も
ち
同
族

の
意
識
を
持
っ
て
外
敵
に
は
連
携
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
常
重
が
そ
う
し
た

よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
内
に
妙
見
神
を
勧
請
し
た
一
応
別
個
の
行
動
体
で

あ
っ
た
…
…
ご
と
前
置
き
し
て
、
「
和
田
茂
右
衛
門
氏
に
よ
る
と
、
忠
常
の
根

お
お
じ

拠
地
の
一
っ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
大
椎
（
士
気
）
で
は
、
各
家
の
中
で
妙
見

神
を
祭
り
、
妙
見
像
に
は
種
々
の
型
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
信

仰
や
伝
承
の
追
求
に
よ
っ
て
同
族
各
氏
の
分
か
れ
方
や
相
互
の
関
係
も
か
な
り

明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
不
明
と
い

ば
「
城
址
」
の
中
か
そ
の
近
く
に
妙
見
社
か
妙
見
祠
が
あ
る
の
で
す
ぐ
判
る
と

な
お
妙
見
尊
の
尊
像
も
多
種
多
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
全
て
を
と
り
あ
げ
る
こ

福
田
豊
彦
氏
は
千
葉
氏
関
係
の
研
究
を
さ
れ
た
和
田
茂
右
衛
門
氏
の
談
と
し

し
て
い
る
記
事
が
い
ろ
い
ろ
と
見
か
け
ら
れ
る
が

こ
れ
も
千
葉
氏
の
領
内
に

ー 3 (3)~ 



/、

写真 2 妙見像（室町時代の作か）
東保胤氏旧蔵ー東庄町公民館

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

写真 1 妙見像（伝鎌倉時代作）
多古町妙光寺蔵
（旧寺前高岡上の妙見堂に安置されていた 。）

写真 3 妙見像懸仏（正安元年ー 1299 銘文）成東町
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0

廿
七
日
戌
申

等
参
ー
ニ
向
北
条
へ
日
来
祇
ー
ニ
候
京
都
。
去
月
中
旬
之
比
、
欲
1一
下
向
＿
之

（
治
力
）

刻
、
依
二
宇
懸
合
戦
等
事
一
。
為
二
官
兵
伍
竺
抑
留
一
之
聞
干
レ
今
遅
引
。
為
レ

駆
数
月
恐
鬱
参
入
之
由
申
レ
之
。
日
来
依
―
―
番
役
盃
竺
在
京
一
也
。
武
衛
対

ー
一
一
面
件
両
人
一
給
。
御
閑
談
移
レ
刻
。
他
人
不
レ
聞
レ
之
゜

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

二
浦
次
郎
義
澄
義
明
二
男
。
千
葉
六
郎
大
夫
胤
頼
常
胤
六
男

治
承
四
年
庚
子
六
月
小

史
料

っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

千
葉
常
胤
の
六
男
と
伝
え
ら
れ
る
胤
頼
は
次
の
『
吾
妻
鏡
』

と
源
頼
朝
の
源
家
再
興
挙
兵
の
最
終
的
決
断
を
せ
し
め
た
人
物
の
ひ
と
り
と
言

『
吾
妻
鏡
』

二
、

で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
歴
史
上
有
名
で
あ
っ
た
た
め
に
比
較
的
把
握
し
や
す
く
、

こ
こ
で
は
、
東
氏
を
中
心
に
中
世
に
お
け
る
東
総
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
変
遷

を
妙
見
信
仰
や
文
芸
（
学
芸
）
の
面
か
ら
探
究
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

東
氏
の
東
総
へ
の
展
開

の
記
事
に
よ
る

J

の
よ
う
な
千
葉
氏
系
の
支
族
の
中
で
も
東
氏
は
独
特
の
発
展
を
し
た
一
族

地
図
ー
、
が
示
し
て
い
る
い
る
よ
う
に
東
総
地
方
は
千
葉
一
門
の
展
開
し
た

土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
現
存
す
る
妙
見
社
、
北
辰
を
祀
る
神
社
の
分
布
で
も
推

察
で
き
る
。

ま
た
同
年
九
月
十
三
日
の
千
葉
介
常
胤
が
一
族
を
率
い
て
出
陣
す
る
に
当
た

出
て
い
る
。

『
吾
妻
鏡
』
の
治
承
四
年
九
月
九
日
源
頼
朝
の
命
で
、
千
葉
常
胤
の
居
館
を

あ
る
が
、
な
か
な
か
オ
気
換
発
の
人
物
で
あ
っ
た
様
で
あ
る
。

者
）
は
こ
れ
を
聞
か
な
か
っ
た
。

し
、

三
浦
義
明
の
二
男
義
澄
と
千
葉
常
胤
の
六
男
千
葉
六
郎
大
夫
胤
頼
が
京
都
よ

り
の
帰
り
に
北
条
の
源
頼
朝
の
所
へ
祇
候
し
先
月
の
中
旬
頃
に
下
向
し
た
か

っ
た
が
丁
度
こ
の
頃
宇
治
の
合
戦
（
以
仁
王
の
令
旨
を
う
け
て
源
頼
政
が
挙

兵
）
が
お
こ
り
官
兵
に
止
め
ら
れ
遅
れ
て
申
し
わ
け
な
い
と
の
こ
と
、
彼
等

は
大
番
役
で
京
都
に
行
っ
て
の
帰
り
で
あ
る
と
の
こ
と
、
頼
朝
は
両
人
に
対

い
ろ
い
ろ
は
な
し
を
し
て
い
た
。
何
を
は
な
し
た
か
は
、
他
人
（
第
三

と
い
う
こ
と
で
、
以
仁
王
の
令
旨
が
出
て
以
来
の
京
都
の
情
報
を
く
わ
し
く

頼
朝
に
伝
え
、
頼
朝
も
こ
の
情
報
を
判
断
材
料
に
し
た
と
み
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

事
実
源
頼
朝
は
源
家
再
興
を
旗
じ
る
し
に
し
て
、
八
月
に
は
挙
兵
し
て
い
る
。

『
吾
妻
鏡
』
に
出
て
く
る
千
葉
六
郎
大
夫
胤
頼
こ
そ
後
の
東
氏
の
祖
と
な
る

人
物
で
「
千
葉
六
党
」
の
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
次
に
揚
げ
た
「
良
文

系
両
総
平
氏
略
系
図
」
に
も
見
ら
れ
る
様
に
胤
頼
は
常
胤
の
六
男
（
末
子
）
で

訪
れ
た
安
達
盛
長
の
報
告
の
記
事
中
に
盛
長
が
常
胤
と
対
面
し
た
と
き
に
父
に

付
き
添
っ
て
い
た
二
人
の
子
息
と
し
て
長
男
の
胤
正
と
末
子
の
胤
頼
の
こ
と
が

治
承
四
年
（
―
-
八
0
)
六
月
小
廿
七
日

要

旨

ー 3 (5) -



地図 2 千葉六党の分布にみる東氏の展開 (0の中の数字は常胤の子息の順位を示す）
東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

⑯
 ⑰

⑱
⑲
 

~· 

：千葉氏』将門から秀吉まで

千葉県博物館協会編

15 

, 10 

番号 系統 姓 6 相 高平 12 国 大戸 ⑱ 東 野田

① 東 東 7 相 岡田 ⑬ 東 海上 ⑲ 東 遠藤

2 国 国分 8 武 牛袋 14 相 三田 20 大 大須賀

3 武 亘理 , 大 君島 15 大 大須賀 21 国 国分

4 相 相馬 10 大 風見 ⑯ 東 千葉 22 大 大須賀

5 相 泉 ⑪ 東 本庄 ⑰ 東 東 ⑬ 東 東

小倉博氏作図 相馬氏・武→武石氏・大→大須賀氏・国→国分氏・⑱→東氏
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も
胤
頼
の
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
と
と
り
あ
げ
て
い
る
。

っ
て
胤
頼
が
父
常
胤
に
、
「
当
国
の
目
代
は
平
家
方
人
也
云
々
」
と
進
言
し
注
意

を
喚
起
し
、
常
胤
の
命
で
小
太
郎
成
胤
、
胤
頼
が
目
代
を
攻
め
て
そ
の
首
級
を

源
頼
朝
の
挙
兵
か
ら
鎌
倉
幕
府
設
立
ま
で
の
間
で
千
葉
常
胤
を
た
す
け
、
嫡

子
胤
政
、
嫡
孫
成
胤
な
ど
と
共
に
胤
頼
の
活
躍
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉

幕
府
設
立
に
あ
た
っ
て
、
千
葉
介
常
胤
、
上
総
権
介
広
常
、
三
浦
介
義
明
、
北

条
時
政
等
の
源
頼
朝
へ
の
協
力
は
特
記
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
な
か
で
も
千
葉

常
胤
と
そ
の
一
族
の
活
躍
に
つ
い
て
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
は
か
な
り
く
わ
し
く

胤
頼
の
こ
と
も
文
治
二
年
（
―
-
八
六
）
正
月
三
日
鶴
岡
八
幡
宮
へ
御
奉
幣

の
「
浣
飯
」
の
行
事
を
執
行
す
る
に
あ
た
っ
て
胤
頼
と
常
胤
が
親
子
で
あ
り
な

が
ら
常
胤
の
方
が
や
、
下
座
に
す
わ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
の
説
明
が
常
胤
は

父
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
六
位
で
あ
る
。
胤
頼
は
子
で
あ
る
け
れ
ど
も
五
位
で

あ
る
。
官
位
は
君
之
授
け
る
も
の
で
、
胤
頼
は
平
家
が
天
下
を
と
っ
て
い
た
時

代
京
都
に
行
き
遠
藤
左
近
将
監
持
遠
の
推
挙
で
鳥
羽
天
皇
の
第
三
皇
女
上
西
門

院
統
子
に
仕
え
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
こ
と
や
神
護
寺
の
文
覚
上
人
に
つ
い

て
学
ん
だ
。
頼
朝
挙
兵
に
あ
た
っ
て
は
、
父
常
胤
に
い
ろ
い
ろ
と
進
言
し
、
兄

弟
六
人
中
特
に
大
功
の
あ
る
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
『
吾
妻
鏡
』
は
こ
の
外
に

胤
頼
が
下
総
国
香
取
郡
東
庄
三
十
三
郷
を
領
有
す
る
様
に
な
っ
た
の
は
上
京

し
て
上
西
門
院
統
子
に
仕
え
た
こ
と
に
よ
る
と
言
わ
れ
る
。

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

と
り
あ
げ
て
い
る
。

挙
げ
る
手
柄
を
た
て
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
東
氏
の
宗
家
の
方
は
承
久
の
乱
が
お
こ
っ
た
と
き

東
庄
は
千
葉
介
常
胤
の
父
常
重
が
保
延
二
年
(
―
一
三
六
）
相
馬
郡
と
共
に
、

下
総
国
司
藤
原
親
通
に
没
収
さ
れ
た
国
衛
領
「
立
花
郷
」
の
後
身
で
鎌
倉
前
期

(
1
)
 

頃
ま
で
は
橘
庄
と
い
っ
て
い
た
。

(
2
)
 

さ
ら
に
胤
頼
は
文
治
元
年
（
―
-
八
五
）
に
父
常
胤
が
頼
朝
か
ら
拝
領
し
た

海
上
郡
三
崎
庄
五
十
五
郷
を
併
せ
て
領
有
し
た
。
こ
の
こ
と
は
同
年
十
一
月
に

千
葉
氏
に
と
っ
て
は
自
分
の
一
族
に
領
有
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
勢
力
の
拡

張
と
い
う
面
で
は
こ
れ
ほ
ど
安
全
な
方
法
は
な
か
っ
た
。
事
実
下
総
国
の
北
東

部
で
利
根
川
下
流
域
低
地
部
と
台
地
部
の
香
取
郡
東
庄
町
・
小
見
川
町
・
山
田

（
三
崎
庄
）
な
ど
の
広
範
な
地
域
に
東
氏
と
東
氏
の
庶
流
が
支
配
力
を
拡
げ
て
い

し
か
し
平
和
裡
に
こ
と
が
進
展
し
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
歌
人
と
し
て

知
ら
れ
る
東
胤
行
（
素
逼
）

の
二
男
義
行
の
嫡
子
盛
義
は
東
庄
上
代
郷
に
所
領

が
あ
り
、
さ
ら
に
上
総
国
周
東
郡
や
因
幡
国
、
奥
州
な
ど
に
も
所
領
が
あ
っ
た
。

し
か
し
東
庄
上
代
郷
の
三
分
一
が
後
に
武
蔵
国
金
沢
称
名
寺
領
に
な
っ
て
し
ま

う
。
執
権
北
条
氏
と
そ
の
系
列
に
あ
る
金
沢
北
条
氏
の
圧
力
に
よ
り
没
収
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
似
た
よ
う
な
こ
と
は
上
総
国
周
東
郡
内
の
村
々
で
も
お
こ

(
3
)
 

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
東
氏
と
金
沢
称
名
寺
の
間
で
紛
争
が
続
い
て
い
る
。

（
承
久
三
年1

―
二

二
―
)
胤
行
の
戦
功
に
よ
っ
て
、
美
濃
国
郡
上
郡
山
田
庄
（
現
大
和
町
）
を
与

っ
た
。

町
・
干
潟
町
（
以
上
東
庄
又
は
橘
庄
）
と
銚
子
市
・
海
上
郡
海
上
町
、
飯
岡
町

行
わ
れ
た
守
護
、
地
頭
の
設
置
と
関
連
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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表
1
良
丈
系

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

え
ら
れ
胤
行
は
当
地
に
移
っ
た
。
東
庄
・
三
崎
庄
な
ど
東
総
地
方
は
執
権
北
条

氏
の
所
領
と
指
呼
の
間
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、

が
深
か
っ
た
胤
行
に
と
っ
て
離
れ
る
の
が
良
策
と
考
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
結
果
と
し
て
は
前
述
の
様
に
孫
の
盛
義
が
所
領
維
持
に
苦
心
し
た
こ
と
が

証
明
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
東
氏
が
ど
う
し
て
美
濃
国
へ
移
っ
た
か
と
い
う

理
由
は
現
時
点
で
は
良
く
判
ら
な
い
。
文
芸
（
歌
道
）

京
都
に
よ
り
近
い
美
濃
国
に
移
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、

そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
証
明
す
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
今
後
の

両
総
平
氏
略
系
図

三
代
将
軍
源
実
朝
と
の
関
係

の
面
か
ら
そ
の
本
場
の

(
「
神
代
本
千
葉
系
図
」
等
よ
り

課
題
と
な
ろ
う
。

し
か
し
東
氏
宗
家
が
胤
行
の
代
に
美
濃
国
に
移
っ
て
か
ら
全
く
東
庄
と
無
関

係
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
事
は
、

は
る
か
後
世
に
第
十
六
代
千
葉

介
胤
直
が
馬
加
康
胤
の
た
め
に
亥
の
鼻
城
を
襲
わ
れ
香
取
郡
の
多
古
で
父
子
と

も
ど
も
自
害
す
る
事
件
が
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
に
お
こ
り
下
総
国
が
乱
れ

る
と
美
濃
国
に
い
た
東
常
縁
は
当
時
の
室
町
将
軍
足
利
義
政
の
御
教
書
を
も
ら

い
直
ち
に
房
総
へ
や
っ
て
き
て
、
馬
加
氏
や
原
氏
を
攻
撃
す
る
例
な
ど
に
良
く

千
葉
宗
家
と
東
氏
の
系
図
を
抽
出
）

桓
武
天
皇
葛
原
親
王
高
見
王

1

高
望
王
]
_
国
香
—
「
'
貞
盛
~
維
将

1

維
時

高
棟
王
良
兼
繁
盛
継
衡
正
度

口

（
良
広
）
宗
平
将
垣

1

武
基
'
,
'
，
＇

（
初
代
千
葉
介
）
口
常
時
ー
雷
ー
広
常

ー
喜
ー
常
兼
丘
い
戸
い

ロ

口
[
|
二
[
[
口
[
[
常
氷
千
葉
介
―
―
一
代

ー
良
茂

ー
良
孫

l

良
将
ー
将
門

現
れ
て
い
る
。
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日
胤

ー
胤
有

ー
胤
久

ー
胤
方

（
東
）
胤
行

胤
頼
ー
重
胤
ー
（
素
遅

（
国
分
）

胤
通
|
—
常
胤

秀
元

顕
信

ー
東
九
郎

ー
重
義

ー
胤
義

義
行
1

盛
義

上
総
権
介
秀
胤
室

女

胤
将

託
｀
い

5ー
闘

5
:
i
;

＋
声
鰐
口
瓢
戸
疇
し
二
（
早
世
）

r
l
(
I
L
-

＝
回
（
自
害
）
[
口
[
己

（
相
馬
）
（
下
総
相
馬
）

師
常
ー
義
胤
ー
|
ー
胤
綱
胤
継
'
,
'
,
＇

（
奥
州
相
馬
）

胤
村
；
＇
＇
，
＇

ロ

（
武
石
）

胤
盛
ー
胤
重

（
大
須
賀
）

胤
信
ー
通
信

泰
行
行
長

1

胤
長
胤
秀
胤
元

女
（
歌
人
）

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

（
千
田
）

ー
自
秀

女
（
椎
崎
）

ー
胤
忠

岩
橋

成
身
院

]>
輔十胤十
胤九持八

~ 
代代

但海孝ニ
阿隣胤十
［代

行
氏
ー
時
常
ー
氏
村

1

常
顕
師
氏
氏
数
常
縁
頼
数
元
胤

□
常
知

［
胤
網
口
[
[
常
慶

（
千
田
）

ー
賢
胤
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く
知
ら
れ
て
い
る
。

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

次
の
地
図
1

を
見
る
と
東
氏
は
単
に
東
総
に
展
開
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く

ヽ

り

ヽ
ュ
カ

な
か
で
も
美
濃
国
東
氏
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
美
濃
国
に
そ
の
存
在
が
顕
著

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
東
庄
を
支
配
し
て
い
た
東
氏
と
い
う
土
地
と
結
び
つ
い

に
異
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
党
的
構
成
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
ど
こ

承
久
の
乱
と
東
氏

承
久
の
乱
は
、
承
久
三
年
(
-
二
ニ
―
)
に
鎌
倉
幕
府
が
弱
体
化
し
て
い
る

た
こ
と
に
端
を
発
し
た
争
乱
で
あ
り
、
北
条
政
子
（
源
頼
朝
夫
人
）
が
参
集
し

た
鎌
倉
の
武
士
た
ち
に
熱
弁
を
ふ
る
い
武
士
た
ち
を
は
げ
ま
し
た
こ
と
は
、
良

東
中
務
丞
胤
行
も
こ
の
時
の
戦
功
で
美
濃
国
郡
上
郡
山
田
庄
を
与
え
ら
れ
た
。

『
大
和
村
史
』
に
よ
れ
ば
「
宣
陽
門
院
新
御
領
目
録
」
（
島
田
文
書
~
京

大
学
史
料
編
纂
所
）
と
言
う
史
料
で
東
氏
が
山
田
庄
を
与
え
ら
れ
て
郡
上
郡
山

田
庄
に
入
る
以
前
の
こ
と
を
調
べ
る
と
宣
陽
門
院
（
―
-
八
一S

―
二
五
二
）

は
後
白
河
天
皇
の
第
六
皇
女
で
、
新
御
領
と
さ
れ
る
山
田
庄
は
鳥
羽
天
皇
の
第

二
皇
女
上
西
門
院
(
―
―
二
六s
-
―
八
九
）
の
所
領
で
あ
り
、
そ
れ
を
宣
陽

だ
ろ
う
と
み
ら
れ
た
後
鳥
羽
上
皇
が
執
権
北
条
義
時
追
討
の
院
宣
を
発
せ
ら
れ

門
院
に
進
上
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
承
久
の
乱
当
時
山
田
庄
は

皇
室
領
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
上
西
門
院
と
い
え
ば
、

方
で
も
あ
り
、

そ
の
所
領
が
東
胤
行
に
与
え
ら
れ
た
の
も
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

山
城
国
市
辺
庄

同
国
銭
司
庄

同
国
相
井
庄

河
内
国
池
田
庄

摂
津
国
久
岐
今
福
御
厨

同
国
御
炭
山
庄

上
総
国
玉
崎
庄

同
国
大
樽
庄

そ
の
昔
東
氏
の
先
祖
六
郎
大
夫
胤
頼
が
仕
え
た

伊
勢
国
高
忠
御
厨

同
国
里
部
御
厨

尾
張
国
宮
吉
御
領

同
国
勅
旨
田

近
江
国
吉
田
庄

巳
上
待
賢
門
院
御
時
寄
進
二
之
―

諸
仏
護
念
院
虹
謬
闘
罰
誌
記
濠
這
譴
互

⑲
 

略 略

能
登
国
土
田
庄

同
国
筏
立
庄
彗
匹
美
濃
国
山
田
庄
豆
鱈

下
野
国
那
須
庄
誌

越
後
国
福
雄
庄
醤

人
吉

三
、

へ
行
っ
て
も
自
分
は
千
葉
一
門
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
称
で
あ
る
。

新
御
領
自
上
西
門
院
被
レ
進
レ
之

@) 

た
「
姓
」
を
も
つ
「
在
地
の
武
士
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
武
士
と
は
本
質
的

史
料

宣
陽
門
院
新
御
領
目
録
（
島
田
文
書
）

歴
史
の
な
が
れ
と
共
に
、

い
ろ
い
ろ
な
土
地
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
こ
と
が
わ

⑲ ⑲ 
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康
等
寄
進
之
゜

い
る
。
承
久
の
乱
は
承
久
三
年
(
―
二
ニ
―
)

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

こt゚
 

書
く
右
筆
に
な
っ
て
い
る
の
で
お
か
し
い
。

伊
豆
国
清
湯
覚
寺
元
応
三
年
八
月
十

日
沙
弥
蓮
意
、
刑
部
五
大
院
業

⑲ 

巳
上
殷
富
門
祈
禰
所

伊
寿
院
覚
成
僧
正
寄
進
之
摂
津
国
神
雄
寺
能
党
被
寄
進
之
飛
太
国
賀
口
寺
寺
僧
寄
進
之
‘
参
川

国
平
尾
社
本
庄
(）
寄
進
之
。

同
国
稚
鯉
鮒
社

（
『
大
和
村
史
』
）

東
氏
関
係
の
系
図
の
胤
行
に
関
す
る
処
を
見
る
と
承
久
の
乱
の
戦
功
で
美
濃

国
郡
上
郡
を
与
え
ら
れ
た
と
あ
り
、
美
濃
国
に
承
久
年
中
に
移
っ
た
と
さ
れ
て

に
お
こ
り
承
久
と
い
う
年
号
は

三
年
で
お
わ
り
で
あ
る
の
で
胤
行
が
美
濃
国
郡
上
郡
山
田
に
移
っ
た
の
は
承
久

三
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
宝
治
二
年
九
月
胤
行
は
鎌
倉
殿
の
「
御
教
書
」
を

東
氏
は
胤
行
の
と
き
の
承
久
一
＿
一
年
に
大
き
な
変
化
を
む
か
え
る
が
宗
家
は
美

濃
国
へ
移
っ
た
か
ど
う
か
判
ら
な
い
胤
行
の
弟
胤
方
は
下
総
国
海
上
郡
を
与
え

ら
れ
て
海
上
次
郎
と
号
す
る
（
『
千
葉
大
系
図
』
）
。
ま
た
胤
方
の
弟
胤
久
は
海
上

四
郎
と
号
し
た
。
そ
の
下
の
弟
胤
有
は
海
上
五
郎
と
号
し
森
戸
の
領
主
と
な
っ

血
縁
的
武
士
団
が
惣
庶
に
分
か
れ
小
集
団
を
結
成
す
る
の
を
党
と
言
っ
て
い

@ 

る
が
、
千
葉
常
胤
の
六
人
の
子
ど
も
が
分
流
し
て
作
り
あ
げ
た
「
千
葉
六
党
」

は
、
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
党
は
千
葉
氏
の
場
合
、
常
胤
の
子
ど
も
た

ち
の
時
代
で
お
わ
り
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
東
氏
の
場
合
の
よ
う
に
分
か
れ

た
先
で
更
に
成
長
し
て
党
が
で
き
あ
が
っ
て
い
＜
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

胤
行
は
弘
長
三
年
(
―
二
六
三
）
七
月
二
十
六
日
に
八
十
五
オ
で
歿
す
る
が

美
濃
国
郡
上
郡
山
田
庄
に
移
り
住
む
の
は
晩
年
の
こ
と
で
、
胤
行
と
歌
道
の
上

し
て
鎌
倉
に
下
向
さ
れ
る
建
長
四
年
(
―
二
五
二
）
ご
ろ
か
ら
後
の
こ
と
で
は

元
の
五
人
の
男
子
が
あ
っ
て
泰
行
が
本
領
の
下
総
東
庄
を
継
ぎ
そ
の
次
の
女
子

は
上
総
権
介
秀
胤
夫
人
と
な
っ
た
。
秀
胤
は
宝
治
元
年
（
―
二
四
七
）
三
浦
泰

村
と
北
条
時
頼
の
謀
略
に
か
か
り
一
族
と
も
ど
も
館
に
火
を
か
け
て
死
ぬ
。
ニ

男
義
行
は
東
次
郎
と
号
し
鎌
倉
将
軍
に
仕
え
た
。
三
男
行
氏
は
東
二
郎
左
衛
門

入
道
と
い
い
法
号
を
素
源
と
称
し
、
そ
の
詠
歌
は
「
続
拾
遺
集
」
．
「
続
千
載
集
」
·

「
続
後
拾
遺
集
」
ヽ
「
新
千
載
集
」
等
に
み
ら
れ
、
「
濃
州
郡
上
郡
に
居
城
す
」
と

あ
り
、
彼
が
美
濃
東
氏
を
継
い
だ
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
氏

の
後
を
継
い
だ
の
は
嫡
男
の
時
常
で
『
千
葉
大
系
図
』
に
は
「
東
中
勢
丞
、
法

名
素
阿
弥
、
阿
千
葉
住
…
…
。
」
な
ど
と
あ
る
。
『
大
和
村
史
』
の
系
図
編
中
の

（
一
三
五
二
）

郡
上
郡
美
並
村
乗
性
寺
所
蔵
の
「
東
家
系
図
」
を
み
る
と
「
法
名
素
阿
、
文
和
元
年

（
歿
年
月
日
）

四
月
三
日
」
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
常
の
子
、
氏
村
が
詠
ん
だ
和
歌
が
『
続

『
千
葉
大
系
図
』
に
よ
る
と
胤
行
に
は
、
泰
行
・
義
行
・
行
氏
・
顕
信
・
秀

な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

で
親
交
の
あ
っ
た
後
嵯
峨
天
皇
の
第
一
皇
子
宗
尊
親
王
が
親
王
将
軍
の
初
め
と
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成
家 • 
正
三
位
兵
部
卿

顕
良

俊
忠

基
忠

正
二
位
内
大
臣

東
家
歌
道
血
脈
博

（
部
分
的
に
掲
載
）

二
位
大
政
大
臣

従
二
位
中
納
言

信
忠

従
三
位
中
納
言
母
伊
与
守
藤
原
敦
家
女

保
安
四
七
月
五
十
三
号
二
條

不
比
等

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口

左
兵
衛
介

• 

寛
豪
同
歌
人

仁
助
仁
阿
関
梨

禅
知
法
師

快
修
大
僧
正

俊
定
東
宮
学
士

俊
成

皇
太
后
宮
大
夫
・
五
条
正
三
位平

治
三
九
廿
依
後
白
河
院
宜
千
載
集

二

遁
世
己
後
撰
者
准
喜
撰
和
歌
或

本
名
顕
広
号
御
子
左
正
三
歌
依

二

母
顕
隆
女

千
載
集
撰
者
ノ
和
歌
秀
才
始
顕
輔

養
子
後
者
基
俊
門
弟

公
長

ロ
□
ロ

俊
定

忠
定

忠
成

参
議
正
三
位

光
能

薬
師
寺
別
当

覺
興

散
位
御
子
左
左
衛
門
督

従
五
位
下
刑
部
大
輔

正
五
位
下

少
納
言
号
大
炊
御
門

（
千
葉
県
香
取
郡
東
庄
町
宮
本
区
」
東

ー
祐
家

ー
忠
家

保
胤
氏
蔵
）

大
職
冠

（
鎌
足
）

9

家
正
二
位
権
大
納
言
・
号
御
子
口
＇
（
中
略
）
ー
道
家

母
威
明
親
王
女
・
康
平
七
十
一
月
九
日
電
寿
六
十

長

正
三
位
大
納
言

従
五
位
下
散
位
．
母
従
三
怒
子
近
江
守
高
雅
女

和
歌
達
人
・
歌
仙
一
派
相
続
秀
詠
有
•
旧
書
・
長
暦
二
四
月
八
日
卒

正
二
位
大
納
言

正
三
位
中
納
言

大
政
大
臣

房
前
員
楯

寛
治
四
出
家
同
五
年
五
十
九
斃

大
政
大
臣

（
中
略
）
道
長
頼
通

[
頼
宗
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東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

女 女 女 女

I I I 
白学法栄大

嗜□疇
斎

！
静
快

保
季

ー
定
長

ー
円
寂

ー
等
園

◎
丁
定
家

• 

光
家

二
條

為
家

以
下
略
ス

従
四
左
馬
助

敦
基

正
四
刑
部
卿

基
貞

正
二
中
納
言

能
季

[
 正

二
位
大
納
言
・
母
内
大
臣
実
宗
卿
女

古
今
伝
四
十
オ
許
康
元
三
出
家
ス

号
融
覚
後
宇
多
院
建
治
元
年

五
月
朔
日
斃

侍
従
出
家
了
然
上
人

新
後
撰
集
入
歌
人
也

（
東
胤
行
の
和
歌
の
師
）

正
二
内
大
臣

ー
能
長

ー
俊
家

権
中
納
言
正
二
位
．
母
成
家
女

新
古
今
・
新
勅
撰
之
撰
者
中
共
無
双

歌
人
也
貞
永
元
十
一
月
出
家
而
名

明
静
四
条
院
仁
治
二
八
月
二
十
日
卒

古
今
博
受
ハ
十
八
オ
時
免
許
云
々

中
務
少
輔
法
名
｛
舛
連

歌
人
也

関
白
道
民
公
二
男
従
一
位
右
大
臣
号
堀
川

頼
宗
j

頼
宗
正
二
中
納
言
宗
実

常
陸
介

.
,
、
、
‘
‘
’
‘
、
,
＇
,
'
,
'
,
＇
,
＇
,
‘
,
'
,
＇
,
'
,
＇
,
'
,
'
ヽ
9
,
＇
ヽ
ヽ
ヽ
9
,
'
,
＇
,
'
,
＇
,
＇
,
＇
,
＇
,
＇
,
'
,
＇

~
古
今
血
脈
博
―

猿
取
七
世
ノ
孫
紀
氏
[

従
五
位
下
土
佐
守

i

◎
貫
之

望
行
ノ
子
也
和
歌
ノ
達
人
ニ
テ
~

古
今
集
ノ
撰
ナ
リ
或
害
二
自
然
卜

i

神
妙
ノ
詠
ア
リ
常
二
先
師
柿
本

i

人
麻
呂
ト
シ
故
和
漢
有
秀
才
~

•
貫
之
妹
内
侍
尼

i

依
為
、
子
歌
道
秘
奥
無
残
処
伝

女

有
此
人
従
五
位
下
内
蔵
助

i

輔
時

i

能
書
歌
人
也

i

時
文

-
号
小
野
又
大
宮
正
二
位
右
大
臣

一
俊
家

一
貫
之
女
歌
道
秀
才
殊
秘
伝
相
続
故
得
基
伝
一

二

＿
古
今
血
脈
卜
難
然
伝
記
後
ノ
家
ニ
ア
リ

俊
家
伝
授
人
不
知

~
（
以
下
略
ス
）

.

.

.
 、
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地図 3 岐阜県郡上郡大和町東氏関係地（大和町史）
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矢
張
り
鎌
倉
時
代
も
中
期
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
。

四
、

千
載
集
』
十
九
に
見
ら
れ
「
平
時
常
み
ま
か
り
て
後
、
常
に
か
き
か
わ
し
け
る

文
の
う
ち
に
、
経
を
書
き
て
、
人
の
許
よ
り
お
く
ら
れ
け
れ
ば
、
心
だ
に
通
わ

ば
苔
の
下
に
て
も
さ
ぞ
な
哀
れ
と
み
ず
く
き
の
跡
」
と
あ
り
こ
の
『
続
千
載
集
』

が
成
立
し
た
の
は
元
応
二
年
（
一
三
二
0
)

前
の
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
で
は
合
わ
な
い
。
『
大

和
村
史
』
は
『
東
氏
遠
藤
家
譜
』
に
見
ら
れ
る
「
正
和
元
年
（
一
三
―
二
）
王

ら
れ
た
東
氏
は
、
こ
こ
へ
移
り
そ
の
後
美
濃
国
東
氏
と
し
て
当
地
で
目
ざ
ま
し

い
文
化
活
動
を
展
開
し
、
本
領
の
下
総
国
東
庄
の
東
氏
は
次
第
に
か
げ
が
う
す

東
氏
の
文
芸

で
時
常
の
死
は
、
こ
れ
よ
り
も
以

鎌
倉
武
士
と
い
え
ば
無
智
蒙
昧
と
都
の
公
家
に
バ
カ
に
さ
れ
る
者
が
多
か
っ

た
。
事
実
知
性
の
欠
如
か
ら
発
生
し
た
鎌
倉
の
「
ま
ち
な
か
」
の
騒
動
は
少
な

く
な
か
っ
た
。
十
三
世
紀
始
め
頃
に
書
か
れ
た
北
条
重
時
の
家
訓
を
見
れ
ば
当

時
の
武
士
が
一
般
的
に
ど
ん
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
の
か
が
判
る
。
勿
論
文
字

が
満
足
に
読
め
る
も
の
も
す
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
改
ま
る
の
は

こ
う
し
た
武
士
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
、
和
歌
を
詠
み
都
の
公
家
か
ら
バ
カ
に

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

く
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

胤
行
の
時
代
、
承
久
の
変
の
戦
功
に
よ
っ
て
美
濃
国
郡
上
郡
山
田
庄
を
与
え

子
四
月
三
日
」
説
が
良
い
と
し
て
い
る
。

嫌
は
た
ち
ま
ち
な
お
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

る
。
け
れ
ど
暇
を
も
ら
っ
て
下
総
国
に
帰
っ
て
何
ヶ
月
し
て
も
帰
っ
て

胤
頼
に
本
来
そ
の
様
な
素
地
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
都
に
行
っ
て
上
西
門

院
に
仕
え
た
り
、
文
覚
上
人
に
師
事
し
た
り
し
て
学
ん
だ
こ
と
が
そ
れ
に
「
み

が
き
」
を
か
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
ま
た
胤
頼
個
人
だ
け
が
突
出
し
て
歌
道
の

才
能
に
恵
ま
れ
た
の
で
は
な
く
代
々
歌
道
に
す
ぐ
れ
た
人
物
が
出
て
い
る
。

そ
の
例
を
二
＼
三
見
る
と
東
胤
頼
の
嫡
男
重
胤
は
兵
衛
尉
―
―
―
代
の
将
軍
に
仕

え
る
。

エ
ビ
ソ
ー
ド
と
し
て
建
永
元
年
十
一
月
十
八
日
『
吾
妻
鏡
』

「
東
平
太
重
胤
が
下
総
国
よ
り
参
上
す
る
。
彼
は
将
軍
実
朝
の
無
双
の
近
仕
で
あ

に
）
来
な
い
。
将
軍
実
朝
は
歌
を
詠
ん
で
届
け
て
暗
に
帰
っ
て
来
る
様
に
と
り

は
か
ら
お
う
と
し
た
が
そ
れ
で
も
顔
を
見
せ
な
か
っ
た
の
で
実
朝
は
機
嫌
を
悪

く
し
て
し
ま
っ
た
。
」
と
あ
り
同
二
十
三
日
の
記
事
に
は
、
重
胤
が
困
っ
て
北
条

義
時
に
相
談
す
る
と
そ
ん
な
こ
と
「
し
よ
っ
ち
ゅ
う
」
だ
、
こ
の
よ
う
な
わ
ざ

な
ら
い

わ
い
は
宮
仕
の
習
で
あ
る
。
あ
な
た
の
場
合
は
歌
を
詠
ん
で
将
軍
に
差
し
上
げ

た
ら
良
い
と
言
わ
れ
た
の
で
早
速
そ
の
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
将
軍
実
朝
の
不
機

ま
た
建
久
六
年
（
―
-
九
五
）
八
月
十
六
日
鶴
岡
社
頭
で
行
わ
れ
た
放
生
会

や
ぶ
さ
め

の
流
鏑
馬
に
優
秀
な
弓
の
射
手
十
六
人
が
選
出
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
四
番
射
手

と
し
て
重
胤
の
名
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
牧
馬
の
地
で
育
っ
た
重
胤
は
単

に
歌
道
の
名
手
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
射
芸
に
も
す
ぐ
れ
て
い
て
「
文
武
両
道

千
葉
六
郎
大
夫
胤
頼
で
後
の
東
胤
頼
で
あ
っ
た
。

（
鎌
倉

さ
れ
な
い
武
士
も
い
た
。
そ
の
展
型
的
な
武
士
の
ひ
と
り
が
千
葉
常
胤
の
六
男

の
記
事
に
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浜
千
鳥
八
十
島
か
け
て
通
ふ
と
も

返
し

素
逼
法
師

心
ひ
と
つ
に
い
か
が
た
の
ま
む

沖
つ
浪
八
十
島
か
け
て
す
む
千
鳥

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

の
達
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
承
久
元
年
(
-
ニ
―
九
）

正
月
二
十
七
日
夜
、
鎌
倉
に
七
十
セ
ン
チ

近
く
の
雪
が
降
っ
た
。
三
代
将
軍
源
実
朝
は
こ
の
日
右
大
臣
拝
賀
の
た
め
鶴
岡

八
幡
宮
に
行
き
一
千
騎
の
随
兵
の
中
に
は
重
胤
も
加
わ
っ
て
い
た
。
二
代
将
軍

く
ざ
よ
う

頼
家
の
遺
子
で
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
別
当
阿
闊
梨
の
公
暁
が
実
朝
を
暗
殺
し
た
の
は

こ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
重
胤
の
心
境
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
や
が
て
彼
は
幕
府
に
仕
え
る
の
を
や
め
て
出
家
し
覚
然
と
称
し
た
。
『
大
和

村
史
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
乗
性
寺
所
蔵
の
「
東
家
系
図
」
日
置
吾
郎
氏
所
蔵

の
「
東
家
系
固
」
も
重
胤
の
歿
年
は
「
寛
元
二
申
辰
歳
（
ー
ニ
四
四
）
四
月
十
二
日
下

子
藤
原
為
家
か
ら
歌
道
の
奥
儀
を
学
び
妻
は
為
家
の
娘
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ

藤
原
定
家
と
源
実
朝
は
歌
道
の
上
で
は
師
弟
関
係
に
あ
る
の
で
、
胤
行
は
実
朝

『
続
拾
遺
集
』
の
中
に
実
朝
と
と
り
交
わ
し
た
和
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

鎌
倉
右
大
臣

素
逼
法
師
物
へ
ま
か
り
侍
り
け
る
に
つ
か
わ
し
け
る
。

の
側
近
と
し
て
目
を
か
け
ら
れ
た
。

ま
た
重
胤
の
嫡
男
東
胤
行
も
す
ぐ
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
藤
原
定
家
の

総
国
卒
」
と
記
し
て
い
る
。

ろ
う
か
。

住
み
来
し
浦
を

ま
た
『
吾
妻
鏡
』
建
保
六
年
(
―
ニ
―
八
）
十
一
月
廿
七
日
条
に
「
東
平
太

あ
る
が
先
般
下
総
国
海
上
庄
に
下
向
し
久
し
く
帰
参
せ
ず
、
将
軍
家
御
書
を
つ

か
わ
し
て
早
く
帰
っ
て
く
る
よ
う
催
促
す
る
。
此
の
つ
い
で
に
次
の
歌
を
詠
ん

で
、
送
っ
た
。

『
吾
妻
鏡
』
を
く
わ
し
く
調
べ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
歌
道
に
す
ぐ
れ
て
い

て
、
将
軍
か
ら
和
歌
を
お
く
ら
れ
た
武
士
は
胤
行
ぐ
ら
い
の
も
の
で
は
な
い
だ

な
お
香
取
郡
東
庄
町
宮
本
区
の
東
保
胤
氏
所
蔵
の
『
東
家
歌
道
血
脈
伝
』
を

見
る
と
次
の
様
に
な
っ
て
い
る
。
全
て
を
掲
載
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で

部
分
的
に
、
藤
原
氏
系
二
条
流
の
歌
道
と
東
氏
の
関
連
を
示
し
て
お
く
。
地
方

に
残
っ
て
い
る
こ
の
様
な
史
料
は
非
常
に
典
味
を
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
部
分
も
あ

る
が
他
の
面
で
は
、
厳
密
な
比
較
考
証
が
必
要
だ
。
そ
の
点
此
処
に
あ
げ
た
も

の
も
十
分
と
は
言
え
な
い
と
思
う
が
参
考
ま
で
に
掲
載
し
て
お
く
。

天
照
神
も
空
に
し
る
ら
ん

恋
し
と
も
思
は
で
い
は
ば
久
堅
の

重
胤
は
無
双
の
近
仕
な
り
其
の
男
（
嫡
男
）
胤
行
も
父
（
重
胤
）
に
並
ぶ
者
で

い
か
が
忘
れ
む
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渡
来
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
千
葉
氏
が
妙
見
尊
を

註(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

授
」
で
知
ら
れ
た
東
氏
は
当
時
の
武
士
の
中
で
は
異
色
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ

識
を
発
揮
し
協
力
し
て
敵
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

建
」
と
文
字
は
異
な
る
が
妙
見
尊
を
祭
神
と
し
た
神
社
も
あ
る
。

「
香
取
の
海
」
と
い
わ
れ
た
地
域
に
接
す
る
東
総
の
荘
園
地
帯
に
千
葉
常
胤

の
六
人
の
男
子
が
所
領
を
与
え
ら
れ
て
展
開
し
、
「
千
葉
六
党
」
と
言
わ
れ
、

の
後
大
き
な
力
を
も
つ
様
に
な
る
の
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

東
総
地
域
の
千
葉
氏
系
武
士
団
の
研
究
（
樋
口
）

五
、
ま
と
め

そ

東
国
で
は
三
浦
党
と
か
武
蔵
七
党
と
か
武
士
団
の
同
族
協
同
体
を
あ
ら
わ
す

と
き
に
、
こ
の
「
党
」
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。
平
素

は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
地
域
に
い
る
が
何
か
事
が
お
こ
っ
た
と
き
に
は
、
同
族
意

し
か
し
、
平
素
も
同
族
意
識
を
つ
ね
に
保
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
武
士
団

の
歴
史
が
古
け
れ
ば
古
い
ほ
ど
同
族
意
識
が
薄
く
な
っ
て
い
く
の
は
自
然
の
な

り
行
き
と
も
言
え
る
。
そ
こ
で
千
葉
氏
の
場
合
そ
の
一
族
の
間
に
妙
見
菩
薩
を

信
仰
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
妙
見
信
仰
は
星
の
信
仰
で
北
極
星
（
又
は

北
極
星
を
含
む
七
斗
七
星
）
が
不
動
で
あ
る
こ
と
か
ら
来
た
も
の
で
、
本
来
は

大
陸
又
は
砂
漠
の
民
の
信
仰
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
我
国
へ
は
古
代
の

信
仰
す
る
様
に
な
っ
た
契
機
は
平
良
文
の
時
代
に
お
こ
っ
た
平
将
門
の
乱
で
あ

ま
き

る
と
縁
起
絵
巻
な
ど
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
千
葉
は
牧
の
発
達
し
た
地
域

で
、
千
葉
常
胤
な
ど
は
源
頼
朝
に
良
馬
を
献
上
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
こ
と
が

妙
見
尊
と
千
葉
氏
を
結
び
つ
け
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
は
じ
ま
り
に
、
大

妙
見
尊
を
本
尊
と
し
て
千
葉
氏
が
建
立
し
た
「
氏
寺
」
は
各
地
に
残
っ
て
い

る
。
ま
た
明
治
維
新
の
時
の
「
神
仏
分
離
令
」
に
よ
っ
て
寺
か
神
社
か
と
迫
ら

れ
、
神
社
へ
の
道
を
選
び
妙
見
尊
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

例
も
あ
る
。

千
葉
氏
の
所
領
の
多
か
っ
た
東
総
地
方
に
い
か
に
妙
見
信
仰
が
多
か
っ
た
か

は
「
一
、
」
に
記
し
た
と
お
り
で
、
東
氏
も
強
烈
な
妙
見
信
仰
を
も
ち
、
美
濃
国

郡
上
郡
山
田
庄
へ
惣
領
家
が
移
る
と
き
千
葉
よ
り
妙
見
を
勧
請
し
た
。
ま
た
「
明

東
氏
の
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
る
と
な
れ
ば
、
強
い
ば
か
り
で
粗
暴
な
傾
向
の

あ
っ
た
当
時
の
「
鎌
倉
武
士
」
の
中
で
、
東
氏
初
代
の
六
郎
大
夫
胤
頼
以
来
文

芸
の
道
に
秀
で
て
、
都
の
貴
族
の
間
に
入
っ
て
和
歌
を
詠
み
、
後
世
「
古
今
伝

の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
く
わ
し
く
ふ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、

「
東
総
武
士
団
の
中
の
東
氏
」
と
い
う
こ
と
で
概
論
的
に
ふ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た

が
他
の
武
士
団
に
は
見
ら
れ
な
い
文
芸
活
動
を
中
心
に
と
り
あ
げ
て
み
た
。

『
県
外
千
葉
氏
一
族
の
動
向
』
・
1
2
頁
（
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
）

『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
十
月
廿
八
日
条
（
国
史
大
系
•
吉
川
弘
文
館
）

『
県
外
千
葉
氏
一
族
の
動
向
』
・
1
3
頁
（
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
）

陸
系
帰
化
人
の
影
響
が
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
。
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系
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研
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樋
口
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