


『
佐
倉
市
の
城
』
と
い
え
ば
、
歴
史
民
俗
博
物
館
の
あ
る
城
址
公
園
を
ま
っ
さ
き
に
思
い
浮

か
べ
ら
れ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
鹿
島
川
を
望
む
高
台
に
あ
っ
た
佐
倉
城
は
、
江
戸
幕
府
の
重
鎮
た
ち
が
治
め
る

佐
倉
藩
の
城
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
論
を
待
ち
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
佐
倉
城
か
ら
ほ
ん
の
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
、
戦
国
時
代
下

総
の
地
を
治
め
て
い
た
千
葉
一
族
が
居
城
を
構
え
て
い
た
こ
と
は
、
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

千
葉
氏
と
い
え
ば
、
桓
武
天
皇
の
血
を
引
く
名
族
で
、
そ
の
最
盛
期
に
は
千
葉
県
の
ほ
ぼ
全

域
と
九
州
や
東
北
の
一
部
な
ど
に
も
所
領
を
持
つ
大
豪
族
と
し
て
名
を
馳
せ
た
一
族
で
す
。

本
資
料
は
、
平
安
時
代
か
ら
戦
国
期
終
焉
ま
で
の
、
古
代
か
ら
中
世
の
時
代
に
活
躍
し
た
千

葉
一
族
を
中
心
に
、
関
東
の
歴
史
を
概
観
し
て
い
き
ま
す
。

日
本
史
の
大
き
な
流
れ
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
千
葉
一
族
の
人
物
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
極

力
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
話
を
す
す
め
て
ま
い
り
ま
す
。

源
頼
朝
や
豊
臣
秀
吉
と
い
っ
た
歴
史
上
の
有
名
人
た
ち
も
登
場
さ
せ
な
が
ら
、
入
門
中
の
入

門
書
と
し
て
楽
し
く
読
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
心
掛
け
ま
し
た
。
こ
の
資
料
を
き
っ
か
け
に
、

千
葉
一
族
に
つ
い
て
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
れ
に
過
ぎ
る
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。

は
じ
め
に

本佐倉城跡から北を望む。　2014 年 1 月撮影
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千
葉
一
族
の
話
に
入
る
前
に
、
平
安
の
幕
開
け
か
ら
戦
国
時

代
の
開
始
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
『
佐
倉
千
葉
氏
』
成
立
前
夜
ま

で
の
日
本
の
歴
史
を
、
大
き
な
流
れ
の
部
分
の
み
か
い
つ
ま
ん

で
お
さ
ら
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

上
の
年
表
の
と
お
り
、
7
9
4
年
に
桓
武
天
皇
が
都
を
平
安

京
に
定
め
ま
し
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
約
4
0
0
年
続
く
平

安
時
代
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

平
安
時
代
は
、
藤
原
家
が
権
勢
を
ふ
る
う
貴
族
中
心
の
世
の

中
で
す
が
、
そ
の
体
制
が
徐
々
に
崩
れ
て
い
き
ま
す
。
平
安
の

中
期
か
ら
末
期
に
は
、
地
方
に
散
っ
た
貴
族
た
ち
が
武
装
化
し

た
い
わ
ゆ
る
『
武
士
団
』
が
力
を
伸
ば
し
、
や
が
て
中
央
の
政

権
を
お
び
や
か
す
ま
で
に
い
た
り
ま
す
。

そ
し
て
つ
い
に 

1
1
8
5 

年
、
源
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府
を

樹
立
し
、
関
東
が
政
治
の
中
心
地
と
な
り
ま
す
。
武
士
が
政
治

の
実
権
を
握
っ
た
鎌
倉
時
代
の
幕
開
け
で
す
。

そ
の
鎌
倉
幕
府
も
、
や
が
て
2
度
に
わ
た
る
元
寇
や
『
御

恩
と
御
奉
公
』
と
い
う
鎌
倉
を
支
え
る
土
台
と
な
っ
て
い
た
考

え
方
が
制
度
疲
労
を
起
こ
し
、
1
3
3
3
年
に
足
利
尊
氏
に
滅

ぼ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

紆
余
曲
折
の
後
、
足
利
尊
氏
は
京
都
に
幕
府
を
開
き
ま
す
が

第
一
章　
千
葉
一
族
の
な
り
た
ち

背
景
と
し
て
の
日
本
史
①　
平
安
時
代
か
ら
戦
国
時
代
の
幕
開
け
ま
で
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各
地
の
豪
族
の
寄
り
合
い
所
帯
と
い
う
性
質
が
強
か
っ
た
室
町

幕
府
は
、
そ
の
成
立
当
初
か
ら
ほ
こ
ろ
び
が
目
立
ち
、
室
町
幕

府
単
体
で
日
本
全
国
を
統
括
す
る
力
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

さ
て
次
か
ら
は
、
こ
の
ペ
ー
ジ
で
概
観
し
た
歴
史
の
中
で
、

千
葉
一
族
の
成
立
か
ら
佐
倉
に
本
拠
地
を
移
す
直
前
ま
で
の
歴

史
を
、特
に
重
要
な
時
期
に
活
躍
し
た
何
人
か
の
人
物
に
ス
ポ
ッ

ト
を
当
て
な
が
ら
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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　活躍した時代

千
葉
一
族
の
は
じ
ま
り
を
考
え
る
に
は
、
平
安
京

を
作
っ
た
桓
武
天
皇
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

桓
武
天
皇
の
曾
孫（
ひ
ま
ご
）の
中
に
、高
望
王（
た

か
も
ち
お
う
）
と
い
う
人
物
が
お
り
ま
し
た
。

お
そ
ら
く
、
朝
廷
内
で
そ
れ
相
応
の
官
位
で
仕
事

を
得
た
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
中
央
の
役

職
の
数
は
限
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
は
容

易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
中
、
高
望
王

は
上
総
の
地
の
地
方
長
官
に
任
命
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
時
、
高
望
王
は
『
平
』
と
い
う
姓
を
賜
り
、『
平

高
望
（
た
い
ら
の
た
か
も
ち
）』
と
い
う
名
前
で
天

皇
の
臣
下
に
な
り
ま
し
た
。
皇
族
が
臣
民
に
な
る
こ

と
を
臣
籍
降
下
（
し
ん
せ
き
こ
う
か
）
と
い
い
ま
す
。

皇
族
か
ら
臣
民
に
な
っ
て
ま
で
手
に
入
れ
た
仕
事
で

す
か
ら
、
彼
の
『
本
気
度
』
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

そ
ん
な
わ
け
で
平
高
望
は
、
都
か
ら
は
る
ば
る
今

の
千
葉
県
中
部
『
上
総
』
の
地
ま
で
や
っ
て
き
て
、

東
国
支
配
に
力
を
注
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

高
望
王
（
た
か
も
ち
お
う
）
➡ 

平
高
望
（
た
い
ら
の
た
か
も
ち
）  

8
3
9
年
か
ら
9
1
1
年
ま
で

千
葉
一
族
の
始
祖
は
桓
武
天
皇
の
曾
孫
だ
っ
た
！

高
望
良
文
忠
頼
忠
常
常
将
常
長
常
兼
常
重
常
胤
胤
正
成
胤
胤
綱
時
胤
頼
胤
宗
胤
胤
宗
貞
胤
一
胤
氏
胤
満
胤
兼
胤
胤
直
胤
将
胤
宣
康
胤
胤
持
輔
胤
孝
胤
勝
胤
昌
胤
利
胤
親
胤
胤
冨
良
胤
邦
胤
直
重
重
胤
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当
時
、
ま
だ
ま
だ
未
開
の
地
と
い
わ
れ
て
い
た
東
国
の

経
営
を
、
平
高
望
は
見
事
に
こ
な
し
ま
し
た
。
ま
た
、
自

分
の
息
子
た
ち
を
現
地
の
豪
族
た
ち
の
娘
と
婚
姻
さ
せ
る

こ
と
で
、
着
実
に
関
東
に
根
を
張
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

ち
な
み
に
、
こ
の
平
高
望
を
始
祖
と
す
る
一
族
が
『
桓

武
天
皇
の
流
れ
を
汲
む
平
氏
』
と
い
う
意
味
で
、『
桓
武
平

氏
（
か
ん
む
へ
い
し
）』
と
呼
ば
れ
ま
す
。
桓
武
平
氏
の
中

に
は
、
有
名
な
平
将
門
（
た
い
ら
の
ま
さ
か
ど
）
の
名
も

み
ら
れ
ま
す
。将
門
は
、平
高
望
の
孫
に
あ
た
る
人
物
で
す
。

ま
た
、平
高
望
の
子
供
に
平
良
文（
た
い
ら
の
よ
し
ぶ
み
）

と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。
こ
の
平
良
文
の
子
孫
が
、
後
に

千
葉
の
姓
を
名
乗
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
系
統
を
『
桓
武

平
氏
良
文
流
千
葉
氏
』
と
い
い
ま
す
。
こ
の
良
文
流
千
葉

氏
が
、
上
総
、
下
総
を
中
心
に
1
5
9
0
年
の
滅
亡
ま
で

活
躍
し
た
一
族
と
な
り
ま
す
。

�



平
安
時
代
中
期
、
国
司
と
の
課
税
の
収
納
を
め
ぐ

る
争
い
か
ら
、
房
総
半
島
を
焦
土
と
化
す
『
平
忠
常

の
乱
』
を
お
こ
し
た
人
物
で
す
。

こ
の
人
物
、
な
ん
と
朝
廷
の
出
先
機
関
で
あ
る
国

府
を
襲
撃
し
、
国
府
の
最
上
位
の
役
職
に
あ
た
る
国

司
を
焼
き
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
凄
ま
じ
い
暴
挙
に

出
ま
す
。
そ
の
後
も
、
平
忠
常
は
房
総
半
島
内
を
転

戦
し
、
行
く
先
々
で
暴
れ
ま
わ
り
ま
し
た
。

忠
常
の
乱
は
、
忠
常
成
敗
の
た
め
の
追
討
使
が
変

わ
る
な
ど
朝
廷
側
の
対
応
の
ま
ず
さ
も
手
伝
っ
て
数

年
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
後
に
は
元
々
忠
常
の

主
筋
に
あ
た
る
源
頼
信
と
い
う
名
の
人
物
が
鎮
圧
に

乗
り
出
し
た
こ
と
で
、
つ
い
に
忠
常
は
降
伏
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
忠
常
は
、
出
家
を
し
て
都
に
連
行

さ
れ
る
途
中
病
死
し
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
乱
に
よ
っ
て
、
房
総
半
島
は
大
変
な
被
害
を

出
し
ま
し
た
が
、
彼
の
息
子
た
ち
が
千
葉
の
地
を
再

建
し
て
い
く
過
程
で
、
下
総
、
上
総
、
安
房
の
強
固

な
武
士
団
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

ち
な
み
に
、
平
忠
常
以
降
、
こ
の
一
族
は
名
前
に

平
忠
常
（
た
い
ら
の
た
だ
つ
ね
）　
9
7
5
年
か
ら
1
0
3
1
年
ま
で

荒
ぶ
る
忠
常
の
後
、
一
族
は
強
力
な
武
士
団
を
形
成
し
た
！

高
望
良
文
忠
頼
忠
常
常
将
常
長
常
兼
常
重
常
胤
胤
正
成
胤
胤
綱
時
胤
頼
胤
宗
胤
胤
宗
貞
胤
一
胤
氏
胤
満
胤
兼
胤
胤
直
胤
将
胤
宣
康
胤
胤
持
輔
胤
孝
胤
勝
胤
昌
胤
利
胤
親
胤
胤
冨
良
胤
邦
胤
直
重
重
胤
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　活躍した時代

『
常
』
の
字
を
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
乱
で
不
思
議
な
の
は
、
乱
を
起
こ
し
た
忠
常

の
息
子
た
ち
が
、
乱
の
後
も
お
と
が
め
無
し
で
下
総
、

上
総
、
安
房
の
地
を
支
配
し
続
け
た
と
い
う
点
で
す
。

ま
た
、
忠
常
以
降
千
葉
一
族
の
男
子
に
『
常
』
の
字

を
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
、
本
来
彼
の
罪
科

を
考
え
れ
ば
妙
と
い
え
ば
妙
な
話
で
す
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
乱
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
国
司
と
の
い
ざ
こ
ざ

に
は
、
客
観
的
に
み
て
も
あ
る
程
度
や
む
を
え
な
い

よ
う
な
深
い
理
由
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
忠
常
は
、
忠
常
の
乱
を
起
こ
す
前
に
今
の
千

葉
市
緑
区
土
気
に
大
椎
城
（
お
お
じ
い
じ
ょ
う
）
と

い
う
城
を
築
城
し
ま
し
た
。
こ
の
城
は
、
そ
の
後
千

葉
の
一
族
が
長
く
居
城
と
し
た
重
要
な
戦
略
施
設
と

な
り
ま
す
。
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平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
幕
府
黎
明
期

に
活
躍
し
た
人
物
で
す
。常
胤
の
時
代
に
、

千
葉
氏
は
最
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

常
胤
の
父
常
重
（
つ
ね
し
げ
）
は
、
自

分
の
姓
を
は
じ
め
て
『
千
葉
』
と
呼
び
な

ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
最
初
の
人
物（
注：

こ
れ
に
は
諸
説
あ
り
）
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
常
重
は
、
居
城
を
大
椎
（
現
在
の
千

葉
市
緑
区
土
気
）
か
ら
千
葉
（
現
在
の
千

葉
市
中
央
区
亥
鼻
）
に
移
し
、
こ
の
城
が

戦
国
時
代
の
幕
開
け
と
共
に
戦
火
で
焼
失

す
る
ま
で
の
期
間
、
千
葉
氏
の
居
城
と
な

り
ま
し
た
。

常
胤
は
常
重
か
ら
家
督
を
継
ぐ
と
、
父

の
時
代
か
ら
ひ
き
ず
る
荘
園
領
主
と
の
所

領
地
問
題
を
乗
り
越
え
て
、
平
安
京
の
都

で
起
き
た
保
元
の
乱（
ほ
う
げ
ん
の
ら
ん・

1
1
5
6
年
）
で
も
、
源
頼
朝
の
父
義

朝
（
よ
し
と
も
）
の
下
で
戦
に
参
戦
し
ま

千
葉
常
胤
（
つ
ね
た
ね
）　
1
1
1
8
年
か
ら
1
2
0
1
年
ま
で

ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
常
胤
は
源
頼
朝
の
命
の
恩
人
だ
っ
た
！

高
望
良
文
忠
頼
忠
常
常
将
常
長
常
兼
常
重
常
胤
胤
正
成
胤
胤
綱
時
胤
頼
胤
宗
胤
胤
宗
貞
胤
一
胤
氏
胤
満
胤
兼
胤
胤
直
胤
将
胤
宣
康
胤
胤
持
輔
胤
孝
胤
勝
胤
昌
胤
利
胤
親
胤
胤
冨
良
胤
邦
胤
直
重
重
胤
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し
た
。

そ
の
後
、
中
央
で
は
い
っ
た
ん
平
清
盛
が
権
勢
を
ふ
る
う
時
代
が
き
ま
し
た

が
、
清
盛
の
死
後
日
本
各
地
で
平
家
打
倒
の
機
運
が
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、
伊
豆
で
逼
塞
し
て
い
た
源
頼
朝
は
、
平
家
打
倒
の
戦
を
開
始
し

ま
す
。
し
か
し
、
伊
豆
の
石
橋
山
で
戦
に
敗
れ
た
頼
朝
は
、
命
か
ら
が
ら
船
で

安
房（
現
在
の
館
山
市
）の
地
へ
逃
れ
ま
す
。
そ
の
時
、常
胤
は
頼
朝
の
元
に
真
っ

先
に
馳
せ
参
じ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
頼
朝
旗
下
の
武
将
と
し
て
数
々
の
戦
を
転

戦
し
た
常
胤
は
、
頼
朝
か
ら
絶
大
な
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

鎌
倉
幕
府
が
成
立
す
る
と
、
常
胤
は
そ
の
活
躍
が
認
め
ら
れ
、
上
総
下
総
を

あ
わ
せ
た
両
総
の
他
、
佐
賀
や
福
岡
の
一
部
地
域
な
ど
を
所
領
と
し
て
安
堵
さ

れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
常
胤
以
降
、
千
葉
一
族
は
名
前
に
『
胤
』

の
字
を
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
常
胤
の
息
子
た
ち
は
、
常
胤

の
時
代
に
安
堵
さ
れ
た
北
下
総
の
所
領
で
繁
栄
し
、
千
葉
宗
家
の
領
国
支
配
を

助
け
ま
し
た
。
主
だ
っ
た
息
子
が
六
人
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
を
し
て
、『
千

葉
六
党
』
と
い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
常
胤
の
時
代
に
、
千
葉
一
族
は
日
本
各
地
に
所
領
を
も
つ
大

豪
族
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
常
胤
亡
き
後
、
鎌
倉
幕
府
の
実
権
は
執
権
で
あ
る

北
条
家
が
握
る
よ
う
に
な
り
、
頼
朝
時
代
か
ら
続
く
銘
家
は
徐
々
に
力
を
削
が

れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

く
わ
え
て
、
鎌
倉
中
期
に
お
き
た
宝
治
合
戦
（
ほ
う
ち
が
っ
せ
ん
・

1
2
4
7
年
）
で
は
、
千
葉
一
族
の
一
部
（
上
総
を
治
め
て
い
た
千
葉
秀
胤
）

が
北
条
家
に
闘
い
を
挑
ん
だ
豪
族
・
三
浦
一
族
の
側
に
つ
い
て
戦
っ
た
た
め
、

秀
胤
を
総
領
と
す
る
一
族
は
三
浦
氏
と
と
も
に
滅
ぼ
さ
れ
ま
し
た
。
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こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
鎌
倉
時
代
の
終
焉
か
ら
室
町
に
入
り
、

戦
国
時
代
へ
と
続
く
日
本
の
歴
史
を
お
さ
ら
い
し
ま
す
。

後
醍
醐
天
皇
や
足
利
尊
氏
ら
の
活
躍
に
よ
り
、
1
3
3
3
年

に
鎌
倉
時
代
が
終
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
後
醍
醐
天
皇
が
天
皇

中
心
の
政
治
に
戻
す
べ
く
、
い
わ
ゆ
る
『
建
武
の
親
政
』
を
行

い
ま
す
が
、
こ
の
政
治
手
法
に
は
、
実
際
に
鎌
倉
幕
府
を
倒
す

た
め
に
働
い
た
武
士
階
級
も
、
多
数
の
貴
族
も
反
発
し
ま
し
た
。

結
果
、
後
醍
醐
天
皇
の
建
武
政
権
が
わ
ず
か
3
年
で
崩
壊
し
た

あ
と
、
足
利
尊
氏
が
室
町
幕
府
を
打
ち
立
て
ま
す
。

室
町
幕
府
は
、

各
地
の
実
質
的
な
支
配
権
限
を
守
護
大
名
に
ま
か
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
こ
と
。

将
軍
家
で
あ
る
足
利
家
の
経
済
基
盤
が
盤
石
と
は
い
え
な

か
っ
た
こ
と
。

な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
そ
の
成
立
当
初
か
ら
政
治
基
盤
は
安

定
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
室
町
幕
府
の
成
立
後
も
、
幕
府
単
体
で
日
本
全

国
を
支
配
す
る
ま
で
の
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
足
利
尊
氏

は
関
東
経
営
の
た
め
鎌
倉
に
鎌
倉
府
と
い
う
政
治
機
関
を
お
き

ま
す
。 ・・

第
二
章　
佐
倉
・
千
葉
一
族
の
誕
生

背
景
と
し
て
の
日
本
史
②　
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
の
終
焉
ま
で
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鎌
倉
府
の
長
官
に
は
、
自
分
の
息
子
で
あ
る
足
利
基
氏
（
あ

し
か
が
も
と
う
じ
）
を
就
任
さ
せ
、
そ
の
補
佐
兼
お
目
付
け
役

と
し
て
執
事
（
後
の
関
東
管
領
）
を
付
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

執
事
は
、
代
々
上
杉
家
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

尊
氏
は
、
こ
の
地
方
長
官
で
あ
る
足
利
家
と
、
関
東
管
領
職

で
あ
る
上
杉
家
に
一
定
の
緊
張
関
係
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
関

東
に
強
す
ぎ
る
勢
力
の
発
生
を
抑
え
よ
う
と
考
え
た
の
で
す
。

し
か
し
、
足
利
と
上
杉
の
緊
張
関
係
は
、
や
が
て
尊
氏
の
思
惑

を
超
え
、
関
東
を
内
乱
に
向
か
わ
せ
る
原
因
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
1
4
5
4
年
、
二
つ
の
家
の
争
い
は
関
東
の
諸
将

を
巻
き
込
ん
で
享
徳
の
乱
と
い
う
騒
乱
に
発
展
し
て
し
ま
い
ま

す
。
こ
の
と
き
、
千
葉
一
族
も
こ
の
時
代
の
大
き
な
渦
の
中
で

真
っ
二
つ
に
分
裂
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

�



前
章
で
見
て
き
た
と
お
り
、
室
町
時
代
に
入

る
と
、
鎌
倉
府
の
中
で
は
鎌
倉
公
方
で
あ
る
足

利
家
と
、
関
東
管
領
で
あ
る
上
杉
家
の
間
で
、

絶
え
間
な
い
小
競
り
合
い
が
続
い
て
い
ま
し

た
。1

4
0
0
年
代
に
は
、
足
利
と
上
杉
の
争
い

は
双
方
が
殺
し
合
い
を
始
め
る
内
乱
の
様
相
を

呈
し
て
き
ま
す
。
関
東
で
起
き
た
内
乱
を
鎮
め

る
た
め
に
幕
府
側
も
介
入
を
開
始
し
ま
す
が
、

完
全
に
鎮
圧
す
る
ま
で
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し

た
。そ

の
後
、
鎌
倉
で
は
何
度
か
の
内
乱
が
発
生

し
、
つ
い
に
1
4
5
4
年
、
鎌
倉
公
方
足
利

成
氏
（
あ
し
か
が
し
げ
う
じ
）
が
関
東
管
領
上

杉
憲
忠
（
う
え
す
ぎ
の
り
た
だ
）
を
暗
殺
す
る

と
い
う
事
態
が
発
生
し
ま
す
。
こ
の
事
件
を

き
っ
か
け
に
始
ま
る
関
東
の
騒
乱
を
『
享
徳
の

乱
（
き
ょ
う
と
く
の
ら
ん
）』
と
い
い
、
こ
れ

を
も
っ
て
関
東
で
の
戦
国
時
代
の
幕
が
切
っ
て

落
と
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

千
葉
胤
直
（
た
ね
な
お　
1
4
1
9
年
か
ら
1
4
5
5
年
ま
で
）
v
s
馬
加
康
胤
（
ま
く
わ
り
や
す
た
ね　
生
年
不
明
か
ら
1
4
5
6
年
ま
で
）

鎌
倉
の
内
ゲ
バ
が
千
葉
一
族
を
分
裂
さ
せ
た
！

高
望
良
文
忠
頼
忠
常
常
将
常
長
常
兼
常
重
常
胤
胤
正
成
胤
胤
綱
時
胤
頼
胤
宗
胤
胤
宗
貞
胤
一
胤
氏
胤
満
胤
兼
胤
胤
直
胤
将
胤
宣
康
胤
胤
持
輔
胤
孝
胤
勝
胤
昌
胤
利
胤
親
胤
胤
冨
良
胤
邦
胤
直
重
重
胤
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享
徳
の
乱
前
夜
の
鎌
倉
府
と
千
葉
一
族
の
対
決
構
造
は
、
イ
ラ
ス
ト
の
通
り

と
な
り
ま
す
。

千
葉
の
嫡
流
で
あ
る
胤
直
は
関
東
管
領
の
上
杉
を
支
持
し
、
千
葉
の
宿
老
で

あ
っ
た
原
胤
房
（
は
ら
た
ね
ふ
さ
）
や
、
現
在
の
幕
張
に
城
を
持
つ
馬
加
康
胤

ら
は
鎌
倉
公
方
で
あ
る
足
利
成
氏
（
あ
し
か
が
し
げ
う
じ
）
に
つ
き
ま
し
た
。

さ
て
、
上
杉
憲
忠
暗
殺
の
後
、
足
利
成
氏
は
上
杉
方
の
武
将
を
掃
討
す
る
た

め
に
関
東
各
地
を
転
戦
し
ま
す
が
、
そ
の
留
守
中
に
幕
命
を
受
け
た
今
川
氏
に
、

鎌
倉
府
を
占
拠
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
成
氏
は
や
む
な
く
今
の
茨

城
県
古
河
市
に
あ
る
古
河
城
に
動
座
し
ま
し
た
。

こ
の
混
乱
の
中
、
千
葉
一
族
で
は
、
足
利
成
氏
を
支
持
す
る
原
胤
房
が
、
対

立
す
る
千
葉
本
家
で
あ
る
千
葉
胤
直
の
居
城
千
葉
城
（
亥
鼻
城
）
に
夜
襲
を
か

け
る
と
い
う
事
態
（
1
4
5
5
年
）
に
発
展
し
ま
す
。
胤
直
は
い
っ
た
ん
逃
れ

ま
し
た
が
、
原
と
馬
加
康
胤
の
追
討
軍
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
つ
い
に
千
葉
の
嫡

流
は
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
と
き
胤
直
の
弟
の
二
人
の
息
子

は
武
蔵
の
地
に
逃
れ
ま
す
。
こ
の
二
人
は
、
後
に
『
武
蔵
千
葉
氏
』
と
し
て
千

葉
本
宗
家
奪
還
を
画
策
し
ま
す
が
、
馬
加
系
の
千
葉
氏
の
激
し
い
抵
抗
に
あ
い
、

つ
い
に
本
家
に
返
り
咲
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
後
、馬
加
康
胤
は
、自
身
を
千
葉
本
家
と
し
て
内
外
に
触
れ
回
り
ま
し
た
。

こ
れ
以
降
、
下
総
の
地
を
治
め
る
千
葉
本
家
は
、
馬
加
系
の
千
葉
氏
が
世
襲
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
い
っ
た
ん
は
馬
加
康
胤
が
勝
ち
残
る
か
に
思
わ
れ
ま
し

た
が
、
こ
の
後
幕
府
の
追
討
軍
に
1
4
5
6
年
に
討
た
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
享

徳
の
乱
発
生
か
ら
わ
ず
か
一
年
間
数
ヶ
月
の
、
は
か
な
い
栄
華
で
し
た
。

�



馬
加
康
胤
が
敗
死
す
る
と
、
現
在
の
酒
々
井
町
岩
橋
の

あ
た
り
を
本
拠
地
と
し
て
い
た
岩
橋
輔
胤
が
大
将
と
な

り
、
幕
府
の
追
討
軍
と
の
闘
い
を
続
け
ま
す
。
こ
の
人
物

は
、
康
胤
の
庶
流
の
子
と
も
、
康
胤
の
弟
と
も
、
康
胤
の

養
子
と
も
い
わ
れ
出
自
は
確
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
彼

の
元
に
康
胤
旗
下
の
武
将
た
ち
が
集
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、

馬
加
系
の
千
葉
一
族
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
人
物
が
、
結

果
的
に
馬
加
康
胤
の
後
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

幕
府
の
追
討
軍
の
大
将
が
、
都
で
発
生
し
た
応
仁
の
乱

（
1
4
6
7
年
）
の
影
響
に
よ
り
京
都
に
戻
っ
た
こ
と
で
、

岩
橋
輔
胤
は
下
総
の
地
で
千
葉
一
族
と
し
て
の
力
を
盛
り

返
し
て
い
き
ま
し
た
。

現
在
の
大
佐
倉
に
あ
る
『
本
佐
倉
城
』
は
、
こ
の
輔
胤

か
、
輔
胤
の
息
子
で
あ
る
孝
胤
が
1
4
8
0
年
ご
ろ
に

築
城
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
注
：
諸
説
あ
り
）。

今
、
私
た
ち
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
本
佐
倉
城
の
城
跡

の
縄
張
り
は
、
千
葉
一
族
が
滅
亡
し
た
当
時
の
1
5
9
0

年
当
時
の
姿
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
城
な
ど
の
建
物
は
一
切

残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
堀
や
土
塁
と
い
っ
た
遺
構
は
ほ
ぼ

岩
橋
輔
胤
（
い
わ
は
し
す
け
た
ね
）
➡
（
千
葉
輔
胤
）　
1
4
2
1
年
か
ら
1
4
9
2
年
ま
で

千
葉
氏
、
佐
倉
へ
！

高
望
良
文
忠
頼
忠
常
常
将
常
長
常
兼
常
重
常
胤
胤
正
成
胤
胤
綱
時
胤
頼
胤
宗
胤
胤
宗
貞
胤
一
胤
氏
胤
満
胤
兼
胤
胤
直
胤
将
胤
宣
康
胤
胤
持
輔
胤
孝
胤
勝
胤
昌
胤
利
胤
親
胤
胤
冨
良
胤
邦
胤
直
重
重
胤
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完
全
な
姿
を
残
し
て
い
ま
す
。

岩
橋
輔
胤
が
築
城
し
た
当
初
は
、
今
見
る
様
な
高
度
に
防
衛
に
特
化
さ
れ
た

姿
に
は
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
城
の
西
側
以
外
の
三
方
を
印
旛
沼
の

湿
地
帯
に
囲
ま
れ
た
高
台
は
天
然
の
要
害
で
し
た
。

輔
胤
が
佐
倉
の
地
に
城
を
築
い
た
理
由
と
し
て
は

天
然
の
要
害
で
あ
っ
た
こ
と
。

岩
橋
輔
胤
が
本
拠
地
と
し
て
い
た
岩
橋
村
が
佐
倉
か
ら
近
く
、
地
の
利
が

あ
っ
た
こ
と
。

足
利
成
氏
が
動
座
し
た
古
河
城
と
、
印
旛
沼
を
中
心
と
す
る
水
路
で
つ
な

が
っ
て
い
た
こ
と
。

千
葉
家
の
居
城
で
あ
っ
た
千
葉
城（
亥
鼻
城
）が
戦
火
で
焼
か
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
。

千
葉
城
が
交
通
の
要
衝
地
で
あ
っ
た
た
め
、
軍
勢
の
移
動
が
容
易
で
、
敵

か
ら
も
攻
め
や
す
い
地
勢
で
あ
っ
た
こ
と
。

な
ど
が
上
げ
ら
れ
ま
す
。

・・・・・
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勝
胤
の
父
孝
胤
（
の
り
た
ね
）
の
時
代
に
も
、

関
東
の
情
勢
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
り
ま
し
た
。

足
利
成
氏
は
上
杉
と
の
度
重
な
る
戦
に
よ
っ
て

徐
々
に
勢
力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
た
め
、
上
杉
と

の
和
睦
を
模
索
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
和
睦

に
反
対
し
た
孝
胤
と
成
氏
が
反
目
し
、
千
葉
と
足

利
の
間
に
大
き
な
溝
が
で
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

足
利
成
氏
の
後
ろ
盾
を
無
く
し
た
孝
胤
は
、
上

杉
や
太
田
道
灌
に
攻
め
ら
れ
、
一
時
は
臼
井
城
を

失
う
な
ど
、
大
き
な
危
機
を
迎
え
ま
す
。

孝
胤
の
後
を
継
い
だ
勝
胤
は
、
そ
の
後
も
上
杉

と
の
抗
争
を
引
継
ぎ
、
何
度
か
合
戦
に
参
加
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
勝
胤
の
代
に
な
る
と
、
千
葉

一
族
が
支
え
て
い
た
古
河
・
足
利
家
で
も
親
子
の

間
で
内
紛
が
起
き
て
、
も
は
や
千
葉
一
族
周
辺
の

武
将
同
士
の
関
係
は
か
ら
み
あ
っ
た
糸
の
よ
う
に

複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
き
ま
す
。

ま
た
、
上
総
の
武
将
武
田
氏
が
下
総
に
も
勢
力

を
伸
ば
し
て
来
た
こ
と
か
ら
、
勝
胤
の
家
臣
筋
に

あ
た
る
原
氏
が
武
田
氏
と
の
間
で
戦
を
開
始
し
ま

千
葉
勝
胤
（
か
つ
た
ね
）　
1
4
7
1
年
か
ら
1
5
3
2
年
ま
で

文
武
に
優
れ
た
武
将
勝
胤
と
、
後
北
条
の
長
い
手
。

高
望
良
文
忠
頼
忠
常
常
将
常
長
常
兼
常
重
常
胤
胤
正
成
胤
胤
綱
時
胤
頼
胤
宗
胤
胤
宗
貞
胤
一
胤
氏
胤
満
胤
兼
胤
胤
直
胤
将
胤
宣
康
胤
胤
持
輔
胤
孝
胤
勝
胤
昌
胤
利
胤
親
胤
胤
冨
良
胤
邦
胤
直
重
重
胤
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す
。
こ
の
戦
を
き
っ
か
け
に
、
勝
胤
は
当
時
急
速
に

勢
力
を
伸
ば
し
始
め
た
北
条
家
と
の
同
盟
関
係
を
深

め
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
後
、
北
条
家
が
関
東
で
絶

大
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
千
葉
一
族
は
徐
々

北
条
家
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で

す
。勝

胤
は
、
晩
年
禅
宗
に
帰
依
し
、
本
佐
倉
城
の
近

く
に
『
勝
胤
寺
（
し
ょ
う
い
ん
じ
）』
を
建
立
し
ま

し
た
。
勝
胤
寺
は
、
現
在
で
も
曹
洞
宗
の
寺
と
し
て

そ
の
姿
を
残
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
勝
胤
は
詩
歌
に
優
れ
て
い
た
よ
う
で
、

1
5
1
4
年
に
私
家
集
『
雲
玉
和
歌
集
（
う
ん
ぎ
ょ

く
わ
か
し
ゅ
う
）』
を
編
纂
し
ま
し
た
。
こ
の
歌
集

の
冒
頭
部
分
に
は

平
の
な
に
が
し
と
申
し
た
て
ま
つ
り
て
弓
馬
の
家

に
す
ぐ
れ
、
威
を
八
州
に
ふ
る
ひ
、
諸
道
の
達
し
て

政
に
両
総
に
を
さ
め
、
な
か
に
も
大
和
歌
に
こ
こ
ろ

を
よ
せ
て
佐
倉
と
申
す
地
に
幸
草
（
さ
き
く
さ
）
の

た
ね
を
ま
き
給
ふ
。
…
（
略
）

と
あ
り
、
こ
の
『
平
の
な
に
が
し
』
と
書
か
れ
た
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人
物
が
、
千
葉
勝
胤
を
さ
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

文
武
両
道
の
誉
れ
高
い
勝
胤
に
ち
な
み
、酒
々
井
町
で
は『
勝
っ
タ
ネ
！
く
ん
』

と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
作
り
ま
し
た
。

こ
の
歌
集
に
は
勝
胤
の
歌
は
な
い
も
の
の
、東
常
縁
（
と
う
の
つ
ね
よ
り
）、

太
田
道
灌
（
お
お
た
ど
う
か
ん
）
な
ど
、
当
時
勝
胤
と
敵
対
し
て
い
た
人
物

の
歌
な
ど
ま
で
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

酒々井町の本佐倉城マスコットキャラクター『勝っタネ！くん』

1�



千
葉
親
胤
（
ち
ば
ち
か
た
ね
）
は
、
年
若
く
し
て
家
督

を
継
ぎ
ま
す
が
、
本
佐
倉
城
内
に
あ
る
妙
見
社
で
暗
殺
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
享
年
1
7
歳
で
し
た
。
暗

殺
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
親
胤
が
反
北
条
の

政
策
を
と
っ
た
こ
と
で
、北
条
配
下
の
武
将
の
手
に
か
か
っ

た
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
千
葉

氏
は
関
東
で
急
速
に
勢
力
を
伸
ば
し
始
め
た
北
条
家
に
、

実
質
的
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

親
胤
暗
殺
後
、
千
葉
宗
家
は
親
胤
の
兄
に
あ
た
る
千
葉

胤
冨
（
ち
ば
た
ね
と
み
・
た
ね
と
む
）
が
継
ぎ
ま
し
た
。

胤
冨
は
器
量
も
あ
り
、
武
将
と
し
て
も
優
れ
て
い
た
人
物

で
あ
っ
た
た
め
、
家
来
に
慕
わ
れ
、
衰
え
つ
つ
あ
っ
た
千

葉
家
の
勢
力
を
徐
々
に
回
復
し
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、

胤
冨
は
北
条
家
に
近
い
人
物
で
も
あ
っ
た
た
め
、
比
較
的

安
定
し
た
下
総
経
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
見
方

も
さ
れ
て
い
ま
す
。

胤
冨
が
千
葉
の
当
主
だ
っ
た
と
き
、
古
河
公
方
足
利
家

で
は
跡
継
ぎ
問
題
を
め
ぐ
っ
て
内
紛
が
お
き
て
い
ま
し
た
。

兄
弟
二
人
の
跡
継
ぎ
候
補
問
題
は
、
兄
を
推
す
北
条
氏
康

と
、
弟
を
推
す
上
杉
謙
信
が
一
歩
も
引
か
ず
、
何
度
か
の

暗
殺
と
衰
退
。

千
葉
親
胤
（
ち
か
た
ね　
1
5
4
1
年
か
ら
1
5
5
7
年
ま
で
）　

と　
千
葉
胤
冨
（
た
ね
と
み
・
た
ね
と
む　
1
5
2
7
年
か
ら
1
5
7
9
年
ま
で
）

高
望
良
文
忠
頼
忠
常
常
将
常
長
常
兼
常
重
常
胤
胤
正
成
胤
胤
綱
時
胤
頼
胤
宗
胤
胤
宗
貞
胤
一
胤
氏
胤
満
胤
兼
胤
胤
直
胤
将
胤
宣
康
胤
胤
持
輔
胤
孝
胤
勝
胤
昌
胤
利
胤
親
胤
胤
冨
良
胤
邦
胤
直
重
重
胤
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小
競
り
合
い
の
後
つ
い
に
合
戦
に
発
展
し
ま
す
。

第
二
次
国
府
台
合
戦
と
呼
ば
れ
る
こ
の
闘
い
に
は
、
上
杉
謙
信
の
要
請
に
応
じ
た

里
見
、
太
田
連
合
軍
と
北
条
氏
康
と
の
間
で
争
わ
れ
、
結
果
北
条
側
の
勝
利
に
終
わ

り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
北
条
側
の
武
将
と
し
て
闘
い
に
参
加
し
た
胤
冨
は
、
里
見
側

に
奪
わ
れ
て
い
た
小
弓
城
や
臼
井
城
も
奪
い
返
し
て
い
ま
す
。

こ
の
国
府
台
合
戦
で
北
条
家
が
優
位
に
立
っ
た
情
勢
を
見
て
、
つ
い
に
上
杉
謙
信

は
関
東
遠
征
を
開
始
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、
謙
信
は
破
竹
の
勢
い
で
北
関
東
を
制
圧

し
つ
つ
、
つ
い
に
本
佐
倉
城
か
ら
3
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
臼
井

城
を
包
囲
し
ま
し
た
。

胤
冨
は
、当
時
臼
井
城
城
主
で
あ
っ
た
原
氏
に
援
軍
を
出
し
ま
す
。
こ
の
闘
い
で
は
、

上
杉
軍
の
激
し
い
攻
城
に
よ
り
、
臼
井
城
は
堀
一
重
を
残
し
落
城
寸
前
ま
で
追
い
つ

め
ら
れ
ま
し
た
が
何
と
か
持
ち
こ
た
え
、
上
杉
軍
の
撃
退
に
成
功
し
ま
す
。

し
か
し
、
打
ち
続
く
戦
の
中
で
、
千
葉
一
族
は
戦
国
末
期
に
急
速
に
衰
退
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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胤
富
が
五
十
代
で
亡
く
な
る
と
、
邦
胤
（
く
に
た

ね
）は
2
3
歳
で
家
督
を
継
ぎ
ま
し
た
。
一
説
に
は
、

邦
胤
に
は
良
胤
と
い
う
名
の
双
子
の
兄
弟
が
お
り
、

胤
富
の
後
は
い
っ
た
ん
良
胤
が
継
い
だ
と
す
る
説
も

あ
り
ま
す
が
、
事
実
関
係
を
裏
付
け
る
資
料
に
乏
し

い
た
め
、
こ
こ
で
は
『
胤
富
か
ら
邦
胤
』
と
い
う
説

を
採
り
ま
す
。

さ
て
、
邦
胤
は
家
督
を
継
ぐ
と
、
北
条
氏
政
の
娘

と
結
婚
し
娘
と
息
子
を
設
け
ま
す
。

そ
し
て
、
邦
胤
は
家
督
を
継
い
で
か
ら
6
年
目

の
1
5
8
5
年
、
家
臣
で
あ
る
鍬
田
孫
五
郎
（『
本

土
寺
過
去
帳
』『
千
学
集
抜
粋
』。『
千
葉
伝
考
記
』

で
は
暗
殺
者
の
名
は
『
桑
田
万
五
郎
』
と
さ
れ
る
）

に
斬
ら
れ
急
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。

邦
胤
の
死
に
つ
い
て
は
、
病
死
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
文
献
（『
千
葉
大
系
図
』
な
ど
）
も
あ
れ
ば
、

先
に
述
べ
た
家
臣
に
よ
る
暗
殺
説
を
採
る
文
献
も
あ

り
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

邦
胤
の
死
後
、
千
葉
氏
の
家
臣
団
は
、
家
督
相
続

に
つ
い
て
意
見
が
割
れ
ま
し
た
。

北
条
の
直
接
支
配
か
ら
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
ま
で

千
葉
邦
胤
（
く
に
た
ね　
1
5
5
7
年
か
ら
1
5
8
3
年
ま
で
）　

と　
千
葉
一
族
の
滅
亡

高
望
良
文
忠
頼
忠
常
常
将
常
長
常
兼
常
重
常
胤
胤
正
成
胤
胤
綱
時
胤
頼
胤
宗
胤
胤
宗
貞
胤
一
胤
氏
胤
満
胤
兼
胤
胤
直
胤
将
胤
宣
康
胤
胤
持
輔
胤
孝
胤
勝
胤
昌
胤
利
胤
親
胤
胤
冨
良
胤
邦
胤
直
重
重
胤
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邦
胤
に
は
、
1
2
歳
に
な
る
娘
と
、
3
歳
の
息
子

が
い
た
の
で
す
が
、
北
条
家
か
ら
は
娘
に
北
条
氏
政

の
息
子
直
重
（
な
お
し
げ
）
を
婿
と
し
て
迎
え
さ
せ
、

千
葉
の
名
跡
を
継
が
せ
る
よ
う
打
診
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
一
方
で
、
重
臣
の
原
親
幹
（
ち
か
み
き
）
は
3

歳
の
息
子
に
後
を
継
が
せ
る
べ
き
だ
と
と
な
え
た
の

で
す
。

こ
の
千
葉
氏
重
臣
の
動
揺
を
み
て
、
当
時
北
条
家

の
当
主
だ
っ
た
北
条
氏
直
（
う
じ
な
お
）
は
つ
い
に

出
陣
を
決
断
し
ま
す
。
目
的
は
、
千
葉
氏
の
跡
目
争

い
の
終
結
で
あ
り
、
下
総
の
地
の
北
条
に
よ
る
直
接

支
配
で
し
た
。

結
果
は
、
原
親
幹
の
降
参
と
出
家
に
よ
り
あ
っ
け

な
く
つ
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
邦
胤
の
後
継
者

は
北
条
の
意
向
ど
お
り
北
条
直
重
に
決
ま
っ
た
の
で

す
。こ

の
と
き
、
北
条
直
重
が
下
総
を
統
治
す
る
た
め

の
新
し
い
城
が
、
今
の
歴
史
民
俗
博
物
館
の
あ
る
あ

た
り
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
文
献
も
あ
り
ま
す
（『
千

学
集
抜
粋
』）。

1�



こ
の
佐
倉
に
で
き
た
新
し
い
城
は
鹿
島
城
（
か
し
ま
じ
ょ
う
）
と
呼
ば
れ
、
直

重
が
入
城
す
る
前
に
姫
と
な
る
邦
胤
の
娘
が
移
り
住
ん
だ
よ
う
で
す
。
こ
の
後
、

直
重
が
鹿
島
城
に
入
城
し
た
と
い
う
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
一
連
の
騒
動
が

あ
っ
た
わ
ず
か
5
年
後
の
1
5
9
0
年
に
は
、
北
条
家
は
秀
吉
に
よ
っ
て
滅
ぼ

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
5
年
間
は
千
葉
、
北
条
両
家
と
も
混
乱
の
さ
な
か

に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
こ
の
と
き
3
歳
だ
っ
た
邦
胤
の
息
子
は
、
人
質
と
し
て
小
田
原
城
に

入
り
ま
し
た
。
後
に
重
胤
（
し
げ
た
ね
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
人
物
は
、

北
条
家
滅
亡
を
小
田
原
で
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
、
千
葉
一
族
に
と
っ
て
大
き
な
節
目
と
な
っ
た
年
の
翌
年
、
豊
臣
秀
吉
は

『
関
東
惣
無
事
令
』
を
発
布
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
簡
単
に
い
え
ば
「
天
下
統
一
は
秀
吉
の
元
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
以

降
は
一
切
の
戦
争
は
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
い
う
命
令
で
す
。

こ
の
命
令
に
対
し
て
、
北
条
家
は
関
東
の
親
北
条
の
勢
力
に
防
衛
体
制
を
構
築

さ
せ
、
来
る
べ
き
秀
吉
と
の
闘
い
に
備
え
さ
せ
た
の
で
す
。

関
東
の
情
勢
は
、
こ
う
し
て
急
激
に
緊
張
が
増
し
て
い
き
ま
し
た
。

1
5
9
0
年
、
北
条
側
の
惣
無
事
令
違
反
に
よ
り
、
秀
吉
は
つ
い
に
小
田
原

征
伐
に
着
手
し
ま
す
。

秀
吉
は
2
1
万
の
大
軍
で
あ
っ
と
い
う
間
に
攻
め
上
り
、
出
陣
後
一
ヶ
月
で

小
田
原
城
を
包
囲
し
ま
す
。
迎
え
討
つ
北
条
は
小
田
原
城
籠
城
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
す
が
、
あ
ま
り
の
戦
力
の
差
と
、
打
ち
続
く
支
城
陥
落
の
知
ら
せ
に
戦
意
を
喪

失
し
、
三
ヶ
月
あ
ま
り
の
籠
城
戦
の
後
、
そ
の
年
の
6
月
に
降
伏
し
ま
す
。

さ
て
、
小
田
原
城
の
落
城
に
先
立
つ
こ
と
約
一
ヶ
月
、
本
佐
倉
城
も
ひ
っ
そ
り

と
落
城
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
籠
城
戦
は
行
わ
れ
ず
、
城
は
粛
々
と
明
け

渡
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
落
城
の
と
き
、
城
代
と
し
て
い
た
人
物
が
誰
で
あ
っ

た
の
か
、
確
た
る
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
平
高
望
の
時
代
か
ら

考
え
る
と
約
8
0
0
年
続
い
た
千
葉
一
族
は
、
下
総
の
武
将
と
し
て
の
歴
史
の

幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

小
田
原
城
が
陥
落
す
る
一
年
前
、
小
田
原
城
に
人
質
と
し
て
囚
わ
れ
て
い
た
重

胤
の
も
と
に
、
家
康
か
ら
『
天
下
は
秀
吉
の
元
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
重
胤
は
北

条
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
時
勢
を
読
ん
で
、
御
家
存
続
の
た
め

に
（
城
が
落
ち
る
前
に
降
参
す
る
な
ど
の
こ
と
を
）
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
で
す
よ
』

と
い
う
趣
旨
の
書
状
を
た
ず
さ
え
た
密
使
が
送
ら
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、

当
時
重
胤
と
と
も
に
小
田
原
城
に
い
た
千
葉
家
重
臣
は
皆
北
条
家
に
近
い
人
物
で

あ
っ
た
た
め
『
重
胤
が
幼
く
、
ま
た
家
臣
の
意
見
も
一
致
し
な
い
の
で
（
降
参
は
）

見
送
り
ま
す
』
と
い
っ
て
断
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
こ
で
、
も
し
家
康
の

誘
い
に
の
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
ら
、
と
考
え
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
千
葉

邦
胤
の
後
千
葉
の
名
跡
を
継
い
だ
人
物
が
北
条
直
重
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
房
総
の
名
族
で
あ
る
千
葉
一
族
は
邦
胤
の
代
で
静
か
に
幕
を
閉
じ
た
と
も
い

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

小
田
原
陥
落
の
後
、
家
康
の
計
ら
い
で
死
罪
を
免
れ
た
重
胤
は
、
5
1
歳
に
な

る
ま
で
江
戸
で
暮
ら
し
、
ひ
っ
そ
り
と
そ
の
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。
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先
に
み
て
き
た
と
お
り
、
房
総
の
地
を
本
拠
地
と
し
て
勢
力
を
誇
っ
た
千

葉
一
族
の
歴
史
は
、
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
を
も
っ
て
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
し

か
し
、
千
葉
の
氏
族
は
絶
え
る
こ
と
な
く
そ
の
後
の
日
本
を
生
き
抜
き
ま
し

た
。千

葉
の
姓
を
継
ぐ
人
物
と
し
て
有
名
な
の
は
、
幕
末
の
剣
豪
に
し
て
北
辰

一
刀
流
の
開
祖
で
あ
る
千
葉
周
作
な
ど
の
名
が
あ
り
ま
す
。
千
葉
氏
ゆ
か
り

の
人
物
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
に
足
か
け
1
7
年
を
か
け
て
全
国
を
測
量
し

『
大
日
本
沿
海
輿
地
全
図
』
を
著
し
た
伊
能
忠
敬
も
、
千
葉
氏
の
庶
流
で
あ
る

大
須
賀
氏
の
末
裔
で
す
。
そ
し
て
何
よ
り
驚
い
た
の
は
、
徳
川
幕
府
十
二
代

将
軍
で
あ
る
徳
川
家
慶
の
母
が
、千
葉
氏
の
血
筋
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
（
以
上
、

『
千
葉
氏
顕
彰
会
』
公
式
サ
イ
ト
よ
り
）。
こ
の
よ
う
に
、
一
族
の
血
脈
は
江

戸
期
以
降
の
歴
史
に
も
、
し
っ
か
り
と
日
本
に
根
を
張
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
現
在
で
も
多
く
の
千
葉
氏
の
子
孫
の
方
々

が
各
界
で
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

毎
年
春
、
千
葉
氏
顕
彰
会
が
主
催
す
る
千
葉
一
族
の
慰
霊
祭
が
行
わ
れ
ま

す
。
こ
の
席
で
は
、
千
葉
一
族
の
先
祖
の
霊
は
も
ち
ろ
ん
、
東
北
を
始
め
と

す
る
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
も
合
わ
せ
て
供
養
さ
れ
、
福
島
県
相
馬
地
方

あ
と
が
き
に
か
え
て

復
興
の
た
め
の
寄
付
も
行
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
本
資
料
に
も

登
場
し
た
千
葉
常
胤
の
子
孫
が
『
奥
州
相
馬
氏
』
と
な
っ
て
、
現
在
の
福
島

県
相
馬
市
を
中
心
と
す
る
東
北
地
方
を
本
拠
地
に
し
た
こ
と
か
ら
の
縁
に
よ

る
も
の
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

震
災
後
、『
絆
』
と
い
う
言
葉
を
目
に
す
る
機
会
が
増
え
ま
し
た
が
、
歴
史

を
知
る
大
き
な
意
義
の
一
つ
に
、
こ
う
い
っ
た
『
今
に
生
き
る
』
人
間
同
士

の
結
び
つ
き
を
取
り
持
つ
効
用
も
、
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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