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千
葉
氏
を
語
る
会
会
長 

向
後
保
雄 

 

千
葉
氏
を
語
る
会
会
員
の
皆
様
、平
素 

よ
り
会
の
運
営
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を
賜
り
、 

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

  

会
員
の
皆
様
の
健
康
を
第
一
に
考
え
、 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の 

観
点
か
ら
、三
月
か
ら
五
月
ま
で
研
修
会
の

実
施
を
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

六
月
六
日
の
総
会
に
つ
い
て
も
ご
理
解
を
い
た

だ
き
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
の
後

は
三
密
を
回
避
し
て
研
修
会
や
現
地
視
察

を
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

七
月
二
十
一
日
に
は
多
部
田
城
の
現
地
視

察
を
実
施
し
ま
し
た
と
こ
ろ
四
十
名
を
超
え

る
多
く
の
皆
様
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
て

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

視
察
で
の
幾
つ
か
の
課
題
も
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
文
化
財
課
と
協
議
し
な
が
ら
課
題 

解
決
に
向
け
て
鷲
見
副
会
長
と
共
に
活
動

し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。 

現
在
会
員
数
も
七
十
名
を
超
え
、コ
ロ
ナ
禍

の
中
で
会
員
皆
様
へ
の
情
報
提
供
と
交
流
の

場
と
し
て
、会
員
自
ら
出
筆
と
企
画
に
ご
尽

力
い
た
だ
き
作
成
さ
れ
て
い
る
の
が
既
に
十
号

と
な
り
ま
し
た「
千
葉
氏
語
る
」だ
よ
り
で
ご

ざ
い
ま
す
。会
員
の
皆
様
の
千
葉
氏
関
連
情

報
の
提
供
の
場
と
し
て
、ま
た
会
員
同
士
の

情
報
発
信
の
場
と
し
て
ご
活
用
頂
け
れ
ば 

幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

来
年
は
千
葉
市
市
制
百
周
年
で
す
。 

行
政
だ
け
で
な
く
市
民
・
企
業
・
団
体
が 

主
体
を
共
有
し
共
に
考
え
行
動
す
る
為
に

協
議
会
が
設
立
さ
れ
て
お
り
ま
す
。千
葉
市

役
所
担
当
課
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
推
進
課

で
は
何
で
も
か
ん
で
も
と
い
う
意
味
の
千
葉
の

方
言
で
あ
る「
あ
ん
で
ん
か
ん
で
ん
」と
し
て

市
民
の
皆
様
か
ら
の
投
稿
を
募
集
し
て
お
り

ま
す
の
で
、会
員
の
皆
様
も
ぜ
ひ
投
稿
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。千
葉
氏
を
語
る
会
と

し
て
も
千
葉
市
市
政
百
周
年
事
業
に
対
し

て
何
か
お
役
に
立
て
れ
ば
と
考
え
て
い
る
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

  

そ
し
て
、千
葉
常
胤
公
の
父
常
重
が
緑
区

大
椎
町
か
ら
中
央
区
亥
鼻
の
あ
た
り
に
館
を

構
え
た
１
１
２
６
年
か
ら
９
０
０
年
と
な
る 

２
０
２
６
年
の「
千
葉
開
府
９
０
０
年
」の 

成
功
に
向
け
て
着
実
に
千
葉
氏
の
歴
史
と 

功
績
を
多
く
の
国
民
と
千
葉
市
民
に
理
解

を
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
広
報
活
動
を
し
て

行
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、会
員
の
皆
様
の

引
き
続
き
の
ご
理
解
ご
協
力
の
程
お
願
い
致

し
ま
し
て「
千
葉
氏
語
る
」だ
よ
り
十
号
の
冒

頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

  

 

  

葛
西
氏
族
の
寺
院
再
興
と 

千
葉
氏
に
つ
い
て 

 

岩
手
県
西
磐
井
郡
平
泉
町 

千
葉
亮
信 

 

一
、世
界
遺
産
毛
越
寺(

も
う
つ
う
じ) 

来
年2

0
2
1

年
に
世
界
遺
産
登
録
十
周

年
を
迎
え
る
平
泉
に
は
、世
界
遺
産
を
構
成

す
る
五
つ
の
資
産
が
あ
る
。そ
の
一
つ
が
天
台

宗
医
王
山
毛
越
寺
。庭
園
が
有
名
で
、そ
れ

が
浄
土
思
想
を
具
現
化
し
た
と
し
て
高
く 

評
価
さ
れ
た
。 

毛
越
寺
は
、平
安
時
代
の
建
立
。『
吾
妻

鏡
』に
は「
禅
房
五
百
余
宇
」と
謳
わ
れ
多
く

の
支
院
と
一
体
化
さ
れ
た
、所
謂
「
一
山(

い
っ

さ
ん)

寺
院
」で
あ
る
。今
は
支
院
の
数
十
七

と
、往
時
と
は
隔
世
の
感
が
あ
る
が
、 

支
院
と

本
坊
が
一
体
的
に「
毛
越
寺
」
を
形
成
し
て
い

る
、そ
の
あ
り
よ
う
は
今
も
変
わ
り
な
い
。近
く

に
あ
る
金
色
堂
で
有
名
な
中
尊
寺
も
同
様
の

一
山
寺
院
で
あ
る
。 

毛
越
寺
の
支
院
の
ひ
と
つ
、普
賢
院
は
、中

世
武
士
団
の
盛
衰
と
関
わ
り
が
あ
る
。そ
の

武
士
団
は
寺
崎(

て
ら
さ
き)

氏
と
い
う
。今
も

普
賢
院
の
住
職
は
、寺
崎
姓
を
名
乗
る
。 

寺
崎
氏
は
、中
世
奥
州
の
名
だ
た
る
豪

族
、葛
西
氏
の
門
葉
で
あ
っ
た
。そ
の
一
族
と

し
て
盛
期
に
は
今
の
宮
城
県
北
か
ら
岩
手
県

南
に
か
け
て
、多
く
の
地
を
領
有
し
て
い
た
。 

「
千
葉
氏
を 

 
 

語
る
」
だ
よ
り 
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し
か
し
天
正
十
八
年(1

5
9
0

年)

、葛
西

氏
は
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
参
陣
の
命
に
応

じ
な
か
っ
た
た
め
、こ
れ
を
機
に
戦
国
大
名
と

し
て
の
葛
西
氏
は
滅
亡
。葛
西
氏
一
門
だ
っ

た
寺
崎
氏
も
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
た
。 

 

二
、寺
崎
家
と
わ
が
千
葉
家 

  

武
士
団
と
し
て
の
寺
崎
氏
は
滅
亡
し
た
。 

だ
が
寺
崎
当
主
の
血
を
引
く
中
に
、寺
崎
信

覚
と
い
う
者
が
お
り
、秀
吉
に
与
し
た
伊
達

家
の
追
及
を
逃
れ
て
毛
越
寺
に
潜
み
、の
ち

出
家
。そ
し
て
子
の
頼
覚
が
、江
戸
時
代
初

期
、廃
寺
と
な
っ
て
い
た
毛
越
寺
一
山
普
賢

院
を
再
興
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。 

寺
崎
氏
が
、毛
越
寺
を
め
ざ
し
た
際
に
、 

千
葉
源
左
衛
門
と
い
う
家
臣
が
付
き
従
っ
て

き
た
。こ
の
者
こ
そ
筆
者
の
先
祖
に
あ
た
る
。

年
代
不
詳
で
は
あ
る
が
世
情
が
落
ち
着
い
た

こ
ろ
、普
賢
院
の
隣
地
に
居
を
か
ま
え
、や
が

て
帰
農
し
た

爾
来
、寺
崎
と
千
葉
で
苗
字
は

異
な
る
が
、筆
者
の
家
で
は
、寺
崎
家
を
本
家

と
よ
ぶ
習
わ
し
が
あ
り
、後
世
、筆
者
の
家
か

ら
分
か
れ
た
三
軒
の
家
は
、か
よ
う
な
経
緯

か
ら
、寺
崎
家
を
宗
本
家
と
よ
ぶ
。寺
崎
家
の

家
紋
は
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
葛
西
氏
の
定

紋
の
三
ッ
柏
、わ
れ
わ
れ
分
家
筋
も
千
葉
姓

で
は
あ
る
が
、同
じ
く
三
ッ
柏
で
あ
る
。な
お
、

筆
者
の
住
地
も
、古
の
寺
院
跡
と
の
伝
承
か

ら
、明
治
二
十
一
年( 18

88

年)

に
自
性
院 

(

じ
し
ょ
う
い
ん)

と
い
う
名
で
寺
の
復
興
が
な

さ
れ
て
い
る
。 

   三
、寺
崎
氏
の
ル
ー
ツ 

寺
崎
氏
の
分
枝
に
大
槻
氏
が
あ
り
、そ
の
子

孫
に
、近
代
的
国
語
辞
書
の
嚆
矢
と
い
わ
れ

る『
言
海
』を
編
纂
し
た
大
槻
文
彦
が
い
る
。

父
の
磐
渓
、祖
父
の
玄
沢
も
高
名
な
学
者
で
、

「
大
槻
三
賢
人
」と
し
て
尊
称
さ
れ
、 

ゆ
か
り

の
あ
る
岩
手
県
一
関
市(

平
泉
町
と
隣
接)

の

駅
前
に
は
、三
人
の
胸
像
が
建
て
ら
れ
て
い

る
。 文

彦
は
、大
槻
氏
が
寺
崎
氏
か
ら
分
か

れ
、そ
し
て
寺
崎
氏
が
葛
西
氏
に
つ
な
が
る
こ

と
に
、お
お
い
な
る
誇
り
を
持
っ
て
い
た
。  

明

治
四
十
一
年
に
仙
台
で
発
行
さ
れ
た
平
泉

の
史
蹟
を
扱
っ
た『
奥
州
高
館
沿
革
志
』に
寄

せ
た
序
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
た
。「
大
槻
に
あ

り
て
は
葛
西
氏
を
第
一
宗
家
と
し
寺
崎
氏

を
第
二
宗
家
と
す
」と
。 

た
だ
文
彦
の
絶
対
的
な
確
信
と
は
別
と 

し
て
、寺
崎
氏
が
葛
西
氏
の
出
と
い
う
家
伝

や
ら
伝
承
に
は
、近
年
一
部
研
究
者
間
で
問

題
提
起
は
さ
れ
て
は
い
た
。 

伊
藤
信
は
、江
戸
中
期
、仙
台
藩
に
各
村
の

肝
入
が
提
出
し
た
村
内
情
勢
レ
ポ
ー
ト
と

も
い
う
べ
き「
風
土
記
御
用
書
上
」に
お
け
る
、

葛
西
氏
へ
の
千
葉
系
諸
氏
の
服
属
関
係
状
を

分
析
し
て「
寺
崎
氏
も
本
姓
は
千
葉
氏
だ
っ

た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。」と
記
し
て
い

る
。（
参
考
文
献
一)  

ま
た
入
間
田
宣
夫
氏
は
大
槻
家
に
伝
わ

る「
葛
西
分
流
」
系
図
に
着
目
し
、寺
崎
・
大

槻
家
の
人
物
に
別
称
「
千
葉
姓
」の
者
が
少

な
か
ら
ず
い
る
こ
と
。葛
西
清
重
の
孫
で
寺
崎

氏
の
鼻
祖
た
る
葛
西
清
次
が
、「
下
総
国
印

旛
郡
葛
西
庄
寺
崎
に
城
す
」と
の
記
述
を
、

印
旛
郡
な
ら
ば
、千
葉
氏
の
勢
力
下
に
あ
り
、 

一
郡
一
地
頭
の
原
則
に
従
い
、千
葉
氏
領
内

に
葛
西
氏
の
領
地
は
あ
り
え
な
い
、と
し
て
、

寺
崎
氏
が
当
初
よ
り
葛
西
一
族
で
あ
る
と
す

る
伝
承
に
は
慎
重
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。  

 
 
 

(

参
考
文
献
二) 

 

四
、葛
西
氏
の
名
望 

し
か
し
、寺
崎
氏=

千
葉
氏
の
可
能
性
は
、 

史
料
の
中
に
、あ
く
ま
で
そ
の
可
能
性
の
痕
跡

は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、後
世
、伝
承
と
し
て

は
そ
の
流
れ
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
う
で
は
な
く
大
槻
文
彦
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な「
寺
崎
氏
は
葛
西
氏
の
分
流
」と
い
う
絶

対
的
な
確
信
を
支
え
る
伝
承
の
方
が
強
固

な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。そ
れ
は
、い
わ
ば「
葛
西

プ
ラ
ン
」
が
、近
世
を
通
じ
て
徐
々
に
醸
成
さ

れ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

葛
西
氏
滅
亡
後
、伊
達
藩
や
南
部
藩
に
仕
え

た
遺
臣
た
ち
は
、家
の
存
続
を
担
保
す
る
た

め
と
は
い
え
、葛
西
氏
の
家
臣
で
あ
る
こ
と
へ
の

誇
り
を
持
ち
、時
代
を
通
し
て
、家
の
由
緒
を

語
り
継
ぎ
書
き
連
ね
て
き
た
。 

ま
た
帰
農
し
た
者
の
中
に
も
、特
に
も
後
に
名

家
、旧
家
と
称
せ
ら
れ
た
家
で
は
、同
じ
よ
う

に
、相
応
の
矜
持
を
も
っ
て
葛
西
氏
家
臣
と
し

て
の
歴
史
を
子
孫
に
語
り
伝
え
、あ
る
い
は
記

録
に
と
ど
め
た
。大
槻
文
彦
の
大
槻
家
な
ど

は
、そ
の
代
表
例
で
、帰
農
し
た
と
い
え
、 

数

か
村
を
束
ね
る
大
肝
人
の
職
に
代
々
あ
っ
て
、

大
槻
ー
寺
崎
ー
葛
西
と
つ
な
が
る
系
図
を
、

ゆ
る
ぎ
な
い
プ
ラ
イ
ド
を
ベ
ー
ス
に
作
成
し
て

い
る
。こ
う
し
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
た  

「
葛

西
ブ
ラ
ン
ド
」の
結
果
と
し
て
、可
能
性
に
と

ど
ま
る
と
い
え
、ほ
の
か
に
見
ら
れ
た
寺
崎
氏

の
ル
ー
ツ
と
し
て
の
千
葉
氏
の
影
は
徐
々
に

時
代
の
背
後
に
遠
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。    

「
葛
西
プ
ラ
ン
ド
」
が
い
か
に
根
強
い
か
、そ
の

現
象
を
窺
う
こ
と
は
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
。  

葛
西
氏
の
奧
州
に
お
け
る
拠
点
で
あ
っ
た
石

巻
市
な
ど
は
、葛
西
氏
へ
の
敬
仰
の
念
、今
で

も
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。 

宮
城
県
立
石

巻
高
校
の
校
章
と
校
歌
に
よ
っ
て
そ
れ
を
知

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。校
章
は
、ズ
バ
リ
葛
西

氏
の
三
ツ
柏
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
。三
葉
に

は
、そ
れ
ぞ
れ「
真
実
・
自
立
・
友
愛
」の
理
念

を
込
め
て
い
る
と
い
う
。校
歌
に
も「
三
つ
柏
」

の
詞
が
人
っ
て
い
る
。石
巻
高
校
の
み
な
ら

ず
、県
立
石
巻
工
業
高
校
に
お
い
て
も
、

よ
う
に
校
章
、校
歌
に
、 

し
っ
か
り「
三
ツ
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柏
」は
刻
み
込
め
ら
れ
て
い
る
。葛
西
氏
を

仰
ぐ
気
ち
は
、 

学
校
現
場
で
今
も
再
生

産
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 

ち
な
み
に
、わ
が
平
泉
町
で
は
、千
葉
姓
が

最
も
多
く
、町
内
の
旧
家
と
称
さ
れ
る
千
葉

家
の
伝
承
に
は「
葛
西
家
臣
と
し
て
の
千
葉
」

と
い
う
の
が
、少
な
か
ら
ず
あ
る
の
だ
が
、そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、実
は
日
常
的
に
葛
西
氏

が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。そ
れ
は
ひ

と
え
に
奥
州
藤
原
氏
百
年
の
黄
金
文
化
の 

余
光
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
。平
泉
小
学
校
の
校
歌
は
、藤
原
三

代
讃
歌
で
あ
っ
て
、葛
西
氏
は
出
て
こ
な
い
。 

し
か
し
こ
う
し
た
事
例
も
ま
た
各
地
域
各
地

方
が
、そ
れ
ぞ
れ
紡
い
で
織
り
な
し
て
作
り
あ

て
き
た
特
色
豊
か
な
歴
史
そ
の
も
の
の
一
断

面
と
い
う
べ
き
か
。 

(

参
考
文
献
一) 

『
千
葉
氏
関
係
資
料
調
査
報
告
書
Ⅱ 

東
北
千
葉
氏
と
九
州
千
葉
氏
の
動
向
』 

(

千
葉
市
立
郷
土
博
物
館/

平
成
九
年) 

(

参
考
文
献
二) 

『
葛
西
氏
の
興
亡
』 

(

一
関
市
博
物
館/

平
成
二
十
七
年) 

 
 

三
ッ
柏
紋 

多
古
城
郭
保
存
活
用
会
が
目
指
す
も
の 

 

多
古
城
郭
保
存
活
用
会     

事
務
局
長 

小
室
裕
一 

 『
山
城
の
町 

多
古
』 

千
葉
県
多
古
町
は
、中
世
城
郭
い
わ
ゆ
る

山
城
の
町
と
い
っ
て
よ
い
。単
位
面
積
当
た
り

山
城
存
在
数
、い
わ
ゆ
る「
お
城
密
度
」で
い

け
ば
、全
国
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
町
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。ま
た
、多
古
町
は
、千
葉
宗
家
に

と
っ
て
は
、そ
の
終
焉
の
地
と
も
い
え
る
多
古

城
址
、志
摩
城
址
と
い
う
重
要
な
城
址
が
あ

る
。し
か
し
な
が
ら
、こ
う
い
っ
た
背
景
が
あ
り

な
が
ら
も
、多
古
町
の
城
址
は
、あ
ま
り
顧
み

ら
れ
る
事
が
な
く
、城
址
に
関
す
る
整
備
も
、

十
分
に
は
行
わ
れ
て
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

現
状
が
あ
っ
た
。 

実
は
、私
は
多
古
町
の
人
間
で
は
な
い
。 

東
京
の
企
業
人
と
し
て
、あ
る
事
か
ら
多
古

町
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
り
、多
古
町
に
魅
せ
ら

れ
、定
期
的
に
多
古
町
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た

人
間
で
あ
る
。私
は
仕
事
柄
、地
方
を
巡
る
こ

と
が
多
く
、土
地
柄
の
相
対
比
較
が
で
き
る

人
間
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
が
、こ
の
多
古
町
と

い
う
土
地
柄
に
お
け
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
的
エ

ッ
ジ（
当
該
土
地
柄
の
強
み
と
な
る
も
の
）に

関
し
て
は
、何
よ
り
、こ
の
千
葉
氏
の
歴
史
を

背
景
と
し
た
山
城
の
多
さ
と
そ
の
遺
構
の
良

好
性
こ
そ
、画
期
的
な
強
み
と
な
る
も
の
と
、

い
つ
も
思
っ
て
き
て
い
た
。 

 『
並
木
城
の
整
備
』 

多
古
町
訪
問
の
中
で
、知
り
合
う
機
会
を

得
、お
声
が
け
頂
い
た
の
が
、町
会
議
員
で
も

あ
ら
れ
た
高
坂
恭
子
氏（
現
・
多
古
城
郭
保

存
活
用
会
会
長
）と
郷
土
の
歴
史
を
研
究
さ

れ
る
高
橋
朝
子
氏（
現
・
多
古
城
郭
保
存
活

用
会
代
表
）で
あ
っ
た
。両
氏
か
ら
、多
古
町

の
今
後
の
た
め
に
、ど
の
よ
う
な
面
を
伸
ば
す

べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
聞
か
れ
た
時
、真
っ
先
に

申
し
上
げ
た
こ
と
は
、こ
の
事
で
あ
っ
た
。お
二

人
は
い
た
く
、私
の
意
見
に
共
鳴
い
た
だ
き
、

特
に
高
橋
氏
か
ら
は
、並
木
地
区
に
関
し
、

長
屋
門
が
存
在
す
る
家
屋
の
多
さ
を
お
聞
か

せ
頂
き
、並
木
城
の
整
備
と
共
に
、そ
の
点
を

良
さ
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
と
い
う

意
向
が
強
く
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

こ
の
並
木
城
で
あ
る
が
、千
葉
胤
貞
の
関

連
城
郭
で
あ
り
、従
来
多
古
町
内
で
は
、一

番
中
世
期
か
ら
の
遺
構
の
残
り
が
良
い
と
さ

れ
て
き
て
い
た
が
、多
く
の
部
分
の
藪
化
が
進

ん
で
お
り
、見
学
者
が
訪
れ
て
も
、全
く
遺
構

の
多
く
を
確
認
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。 

高
坂
氏
・
高
橋
氏
が
ま
ず
取
組
ま
れ
た
こ
と

は
、並
木
城
の
ア
ピ
ー
ル
の
た
め
並
木
城
の
正

確
な
縄
張
図
と
復
元
鳥
観
図
を
日
本
城
郭

史
学
会
理
事
の
大
竹
正
芳
氏
に
依
頼
し
、 

作
成
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。そ
し
て
こ
れ
ら
の
作

品
を
も
と
に
並
木
城
の
地
主
の
方
々
に
並
木

城
の
す
ば
ら
し
さ
を
と
か
れ
、地
主
の
方
々
と

地
元
の
お
城
好
き
の
人
間
等
が
集
ま
り
、「
多

古
城
郭
保
存
活
用
会
」
が
本
年
一
月
結
成

さ
れ
、こ
の
事
は
画
期
的
な
会
の
発
足
と
し
て

「
千
葉
日
報
」に
も
掲
載
さ
れ
た
。 

爾
来
、藪
化
し
て
い
た
並
木
城
の
各
種
遺

構
の
草
刈
り
と
整
備
に
取
組
ん
だ
。中
で
も

会
員
小
島
氏
の
活
躍
は
特
筆
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
多
古
城
、志
摩
城
、並
木
城
の
御
城

印
の
発
行
販
売
と
、矢
継
ぎ
早
に
手
が
打
た

れ
、会
の
資
金
確
保
が
さ
れ
た
。そ
う
い
う
中

で
今
や
並
木
城
は
、そ
の
素
晴
ら
し
い
中
世
・

戦
国
期
の
手
つ
か
ず
の
遺
構
を
見
学
者
が
、

ま
じ
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
日
本
一
級
の

城
と
し
て
、そ
の
雄
姿
の
全
貌
を
表
し
た
も
の

で
あ
る
。 

 

『
城
郭
保
存
活
用
会
の
意
義
』  

と
こ
ろ
で
我
々
の
会
の
名
前
は「
多
古
城

郭
保
存
会
」で
は
な
く
、「
多
古
城
郭
保
存
活

用
会
」で
あ
る
。 

こ
の
違
い
に
、当
会
は
大
き
な
こ
だ
わ
り
を  

も
っ
て
い
る
。従
来
文
化
財
は
保
存
さ
れ
る
こ

と
が
唯
一
の
目
的
で
あ
り
、勢
い
そ
れ
は
コ
ス

ト
行
政
と
な
り
、自
治
体
や
住
民
の
負
担
に

な
る
だ
け
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。          

日
本
に
お
け
る
文
化
財
行
政
が
進
ま
な
い
う
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理
由
の
最
大
の
課
題
が
こ
こ
に
あ
っ
た
と
我
々

は
考
え
る
。 

多
古
城
郭
保
存
活
用
会
は
、ま
さ
に
そ
の

文
化
財
た
る
多
古
町
の
城
郭
を
活
用
し
、自

ら
の
保
存
の
為
の
コ
ス
ト
は
文
化
財
自
ら
が

稼
ぎ
出
す
こ
と
を
指
向
す
る
。こ
れ
は
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
の
方
向
性
と
も
完
全
に
一
致
す
る
も

の
で
あ
り
、そ
の
施
策
の
一
端
が
前
記
御
城

印
の
発
行
で
あ
っ
た
。 

多
古
城
郭
保
存
活
用
会
と
し
て
は
、今
後

も
町
内
の
城
址
の
草
刈
り
、整
備
を
進
め
て
い

く
が
、そ
の
際
、こ
の
活
用
と
言
う
視
点
を
常

に
忘
れ
ず
、取
組
み
を
行
っ
て
い
き
た
い
。折
し

も
、御
城
印
が
結
ぶ
ご
縁
で
、千
葉
県
の
御
城

印
の
デ
ザ
イ
ン
を
多
く
手
掛
け
る
著
名
な
山

城
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
で
あ
る
山
城
ガ
ー
ル
む
つ

み
氏
が
当
会
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
就
任
い
た

だ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。む
つ
み
氏
が
持
つ
、  

華
や
か
さ
を
多
古
の
城
郭
の
モ
チ
ー
フ
と
し

て
活
用
で
き
る
こ
と
は
、多
古
の
山
城
の
持
つ

無
骨
な
イ
メ
ー
ジ
を
ソ
フ
ト
化
す
る
何
よ
り

の
方
策
だ
と
思
わ
れ
る
。 

今
後
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
も
活
か
し
、多

古
十
城
と
し
て
町
内
の
お
城
を
さ
ら
に
活
用

し
、イ
ン
バ
ウ
ン
ド
顧
客
も
対
象
と
し
て
、  

一
層
の
多
古
の
お
城
の
メ
ジ
ャ
ー
化
と
そ
の

活
性
化
に
取
組
ん
で
い
き
た
い
。 

  

郡
上
八
幡
町
史  

東
氏
と
鷲
見
氏
に
つ
い
て 

    

千
葉
氏
を
語
る
会
副
会
長  

鷲
見
隆
仁 

   

皆
様
、こ
ん
に
ち
は
千
葉
氏
を
語
る
会
の

副
会
長
の
鷲
見（
す
み
）で
す
。 

私
の
先
祖
の
鷲
見
氏
と
千
葉
氏（
東
氏
）

と
の
関
係
を
昭
和
三
十
五
年
に
岐
阜
県
郡

上
郡
八
幡
町
町
役
場
が
出
版
し
た
郡
上
八

幡
町
史
と
い
う
町
の
歴
史
を
記
し
た
書
物
を

引
用
し
て
皆
様
に
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。こ
の
本
は
、上
巻
、下
巻
の

二
巻
か
ら
な
り
上
巻
は
、原
始
時
代
か
ら
現

代
昭
和
に
か
け
て
の
こ
の
地
域
の
成
り
立
ち

歴
史
が
か
か
れ
て
お
り
そ
の
中
の
平
安
時
代

末
期
の
章
よ
り
ま
ず
こ
の
地
方
の
豪
族
で
あ
っ

た
鷲
見
氏
が
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
こ
ろ
の
郡
上
八
幡
は
、藤
原
氏
の
衰
え

が
見
え
、武
士
と
呼
ば
れ
る
豪
族
が
生
じ
て

新
し
い
社
会
の
源
に
な
っ
て
き
た
。 

美
濃
で
は
、清
和
源
氏
氏
の
流
れ
が
も
っ
と

も
盛
ん
で
あ
り
、清
和
天
皇
の
孫
、源
経
基
が

ま
ず
、美
濃
守
と
な
り
、そ
の
子
、そ
の
孫
と
勢

力
を
増
大
し
て
い
た
。 

 

そ
の
よ
う
な
時
、荘
園
の
発
達
や
地
方
豪

族
の
伸
長
は
、郡
上
地
方
に
も
波
及
し
て
い

た
。そ
の
地
方
豪
族
の
一
つ
が
鷲
見
氏
で
あ

る
。鷲
見
氏
は
、藤
原
家
の
支
流
で
家
名
は
そ

の
居
住
地
で
あ
る
鷲
見
郷（
高
鷲
村
）か
ら
な

ず
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。お
も
に
郡
上
の
北

部
を
根
拠
地
と
し
て
威
勢
を
ふ
る
い
中
世
に

入
っ
て
か
ら
益
々
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
。  

時
は
か
わ
り
鎌
倉
時
代
、郡
上
の
地
頭
は

鷲
見
氏
で
あ
り
、郡
上
太
郎
重
保（
鷲
見
重

保
）が
鷲
見
郷
を
領
し
て
い
た
。ま
た
、承
久

三
年
五
月
、後
鳥
羽
上
皇
ら
は
討
幕
の
軍
を

起
こ
し
た
。北
条
義
時
は
幕
命
を
諸
将
に
下

し
幕
府
軍
は
宇
治（
京
都
府
）・
勢
多（
滋
賀

県
）の
戦
い
で
上
皇
軍
を
破
っ
て
入
京
し 

後
鳥
羽
、順
徳
、土
御
門
の
三
上
皇
を
流
し
、

首
謀
者
を
切
っ
て
京
都
側
に
加
担
し
た
公
家

や
武
士
の
所
領
三
千
か
所
余
り
を
没
収
し
て

そ
れ
を
勲
功
将
兵
に
分
け
与
え
、あ
る
い
は
彼

ら
を
そ
の
地
頭
に
任
命
し
た
。こ
の
時
、鷲
見

家
保
は
、幕
府
方
に
加
わ
り
戦
い
、鷲
見
郷
地

頭
職
の
安
堵
状
を
得
た
。家
保
の
子
、保
吉
、

諸
保
は
弘
安
八
年（
一
二
八
五
）に
大
番
役

に
任
ぜ
ら
れ
た
。大
番
役
と
は
、諸
国
の
武
士

が
交
代
で
上
京
し
て
御
所
を
警
護
し
、市
中

を
見
回
る
役
で
武
士
の
義
務
と
な
っ
て
い
た
。

郡
上
は
五
つ
の
豪
族
の
勢
力
範
囲
に
分
割
さ

れ
て
い
た
が
、な
か
で
も
鎌
倉
幕
府
末
期
に
は

鷲
見
郷
の
地
頭
鷲
見
忠
保
が
勇
名
を
響
か

せ
て
い
た
。二
度
に
わ
た
る
蒙
古
の
襲
来
に
よ

っ
て
幕
府
の
財
政
は
窮
乏
し
、北
条
高
時
の

政
治
は
乱
れ
、勤
王
の
諸
将
が
諸
国
に
兵
を

起
こ
し
た
。 

勤
皇
軍
討
伐
の
幕
命
を
受
け
た

足
利
尊
氏
は
、途
中
反
旗
を
翻
し
て
護
良
親

王
の
令
旨
を
奉
じ
、美
濃
国
の
土
岐
氏
ら
と

共
に
京
都
の
六
波
羅
探
題
を
攻
め
落
と
し 

た
。郡
上
の
鷲
見
忠
保
も
天
皇
の
味
方
に
加

わ
り
活
躍
し
た
。承
久
以
後
鷲
見
氏
は
家
保

か
ら
忠
保
ま
で
つ
づ
き
、高
鷲
村
正
ヶ
洞
の
対

岸
に
向
鷲
見
城
を
築
い
て
根
拠
地
と
な
し
、

現
在
な
お
こ
の
山
城
は
平
坦
部
に
石
垣
を
残

し
て
い
る
。 

鎌
倉
武
士
の
名
門
と
し
て
当
時
関
東
に

勢
力
を
誇
っ
て
い
た
東
胤
行（
千
葉
常
胤
の

六
男
の
胤
頼
の
孫
）は
、承
久
二
年
に
勲
功
に

よ
り
、郡
上
郡
山
田
庄
を
加
領
さ
れ
、長
子

の
行
氏
を
同
地
に
赴
任
さ
せ
た
。 

行
氏
は
ま
ず
剣
村（
大
和
村
）の
阿
千
葉
山

に
城
を
築
き
、そ
の
後
四
代
の
氏
村
ま
で
こ
の

地
に
居
住
し
た
。こ
れ
が
郡
上
の
東
氏
の
始
ま

り
で
あ
る
。東
氏
が
千
葉
氏
の
支
流
で
あ
り
、

こ
の
地
が
そ
の
分
領
だ
っ
た
た
め
部
落
民
が
畦

（
あ
ぜ
）千
葉
と
呼
ん
で
い
た（
畦
と
は
分
地
の

こ
と
を
い
う
）と
呼
ん
で
い
た
も
の
が
転
じ
て
阿

千
葉
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

山
田
庄
は
栗
栖
郷
の
大
部
分
を
占
め
そ

の
最
北
部
は
鷲
見
郷
と
称
し
、東
氏
は
新
補

地
頭
と
し
て
前
者
を
、鷲
見
氏
は
本
補
地
頭

と
し
て
後
者
を
そ
れ
ぞ
れ
支
配
し
て
い
た
。 

東
氏
村
の
子
東
常
顕
は
、勇
猛
果
敢
な
武

人
で
あ
っ
た
。彼
は
、延
元
元
年
八
月
に
地
頭

鷲
見
忠
保
と
連
合
し
て
出
陣
し
、足
利
尊
氏
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に
所
属
の
土
岐
氏
の
軍
勢
に
従
い
宮
方
の
軍

と
戦
い
戦
功
を
た
て
た
。ま
た
、彼
も
歌
道
に

秀
で
、七
首
の
歌
が
勅
撰
に
入
っ
て
い
る
。 

 

東
氏
と
鷲
見
氏
は
、隣
在
す
る
豪
族
同
士

共
に
戦
い
共
に
生
き
て
き
た
。 

  

し
か
し
、鷲
見
氏
は
、室
町
時
代
に
入
る
と

東
氏
の
勢
力
に
圧
倒
さ
れ
、そ
の
力
は
弱
ま

り
、天
文
年
間
に
阿
千
葉
城
に
い
た
鷲
見
貞

保
が
、東
氏
の
命
令
に
背
い
た
た
め
、東
常
慶

が
鷲
見
氏
討
伐
の
軍
を
起
こ
し
、鷲
見
軍
は

阿
千
葉
城
の
上
段
、下
段
と
に
陣
を
構
え
死

力
を
尽
く
し
て
抗
戦
し
た
が
、篠
脇
城
か
ら

の
軍
勢
は
か
ら
め
て
よ
り
城
壁
を
破
っ
て
侵

入
し
つ
い
に
城
に
火
を
放
っ
て
乱
戦
と
な
り
、

貞
保
は
子
を
老
臣
に
託
し
て
逃
が
し
て
か
ら

兵
火
の
中
に
自
害
し
た
。わ
ず
か
に
鷲
見
氏

の
末
孫
と
し
て
向
鷲
見（
高
鷲
村
）に
光
保

が
、尾
崎
山
に
は
、範
綱
が
残
存
し
た
。 

  

そ
し
て
、鷲
見
氏
を
衰
退
さ
せ
た
東
氏
は
、

そ
の
後
郡
上
の
覇
者
に
な
る
が
、東
常
慶
も

ま
た
、自
身
の
婿
に
あ
た
る
遠
藤
盛
数
に
滅

ぼ
さ
れ
る
。そ
の
息
子
の
遠
藤
慶
隆
が
江
戸

時
代
に
入
り
、初
代
郡
上
八
幡
藩
主
と 

な
る
。  

東
氏
と
鷲
見
氏
と
東
氏
の
支
流
で
あ
る
遠

藤
氏
の
そ
の
後
の
歴
史
を
見
て
み
る
と
実
に

面
白
い
関
係
が
み
ら
れ
る
。 

遠
藤
家
は
美
濃
郡
郡
上
藩
二
万
四
千
石

を
領
し
て
い
た
が
、元
禄
二
年（
１
６
８
９
）に

第
四
代
藩
主
遠
藤
常
春
が
謎
の
死
を
遂
げ

る
と
、こ
れ
が
家
臣
団
を
二
分
す
る
家
督
騒

動
に
発
展
し
た
。跡
目
を
相
続
し
た
遠
藤
常

久
も
元
禄
六
年（
１
６
９
３
）、七
歳
で
夭
逝

す
る
に
及
び
、郡
上
藩
遠
藤
家
は
無
嗣
改
易

と
な
っ
た
。し
か
し
藩
祖
・
遠
藤
慶
隆
の
功
績

が
特
に
考
慮
さ
れ
た
結
果
、時
の
将
軍
・
徳
川

綱
吉
は
側
室
・
お
伝
の
方
の
妹
と
旗
本
・
白
須

正
休
の
間
の
長
男
を
、い
っ
た
ん
遠
藤
家
の
姻

戚
に
あ
た
る
美
濃
大
垣
新
田
藩
主
・
戸
田
氏

成
の
養
子
と
し
た
う
え
で
、こ
れ
を
改
め
て
遠

藤
家
に
入
れ
て
遠
藤
胤
親
と
名
乗
ら
せ
、こ

の
胤
親
に
常
陸
・
下
野
で
都
合
一
万
石
を
与

え
た
。   

こ
う
し
て
旧
郡
上
藩
遠
藤
家
と
は
ま
っ
た

く
無
縁
な
が
ら
も
胤
親
が
大
名
に
取
り
立
て

ら
れ
た
こ
と
で
、こ
の
胤
親
が
元
禄
十
一
年

（
１
６
９
８
）に
近
江
四
郡
に
移
封
と
な
り
、三

上
藩
が
立
藩
し
た
。 

若
年
寄
と
な
っ
た
第
五
代
藩
主
・
遠
藤
胤

統
は
、嘉
永
五
年
十
二
月（
１
８
５
３
年
２

月
）、江
戸
城
西
の
丸
造
営
の
功
績
を
賞
さ

れ
て
二
千
石
の
加
増
を
受
け
た
。幕
末
の
万

延
元
年（
１
８
６
０
）に
は
城
主
格
に
格
上
げ

さ
れ
て
い
る
。胤
統
は
文
久
三
年（
１
８
６
３

年
）に
隠
居
し
、跡
を
孫
の
遠
藤
胤
城
が
継
い

だ
。胤
城
は
講
武
所
奉
行
に
任
じ
ら
れ
、長

州
征
伐
な
ど
に
活
躍
し
た
。徳
川
慶
喜
の
代

に
は
奏
者
番
に
任
じ
ら
れ
て
将
軍
側
近
と
な

り
、佐
幕
派
と
し
て
の
立
場
を
貫
い
た
。こ
の
た

め
、慶
応
四
年（
１
８
６
８
）一
月
に
新
政
府

か
ら
敵
と
見
な
さ
れ
て
領
地
を
召
し
上
げ
ら

れ
た
。し
か
し
同
年
五
月
に
は
罪
を
許
さ
れ

て
領
地
を
戻
さ
れ
、翌
年
六
月
に
三
上
藩
知

事
に
任
じ
ら
れ
た
。胤
城
は
そ
の
後
明
治
三

年
四
月
十
四
日（
１
８
７
０
年
七
月
三
十
一

日
）に
藩
庁
を
和
泉
国
吉
見
に
移
し
た
た
め
、

以
後
は
吉
見
藩
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、明
治
十
一
年
正
月
に
名
字
を
遠
藤

か
ら
旧
姓
の
東
氏
に
改
名
し
、華
族
東
胤
城

と
改
め
、ま
た
こ
こ
に
東
氏
が
復
活
し
た
。ま

た
、鷲
見
氏
の
子
孫
の
一
部
は
、遠
藤
家
の
家

と
し
て
三
上
に
移
り
住
み
、三
上
藩
士
と
し

て
遠
藤
氏（
東
氏
）に
仕
え
、家
老
職
等
を

代
々
歴
任
し
幕
末
ま
で
至
る
と
の
記
録
が
残

っ
て
い
る
。 

皆
様
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、今
回
は
、

私
の
先
祖
の
話
も
交
え
て
歴
史
の
話
を
さ
せ

て
頂
き
大
変
、恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

ま
た
、現
在
で
も
千
葉
氏
の
お
墓
の
あ
る

千
葉
市
稲
毛
区
轟
町
に
あ
り
ま
す
大
日
寺

と
、私
の
家
は
親
戚
関
係
で
あ
り
何
か
千
葉

氏
と
は
ご
縁
を
感
じ
ま
す
。 

そ
し
て
、丸
井
先
生
よ
り
こ
の
千
葉
氏
を

語
る
会
の
副
会
長
を
仰
せ
つ
か
っ
た
こ
と
も
古

来
よ
り
の
ご
縁
を
感
じ
ま
す
。 

今
後
と
も
皆
様
と
一
緒
に
千
葉
氏
や
郷

土
の
歴
史
を
勉
強
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。そ
し
て
、最
後
に
こ
の
よ
う
な
執
筆
の

機
会
を
下
さ
っ
た
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。 
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上
総
千
葉
氏
と
下
総
千
葉
氏 

               

会
員  

永
嶋 

俊
一 

 

一
、寿
永
二
年( 11

83

年)

広
常
誅
殺
後
、

そ
の
所
領
は
在
地
領
主
と
し
て
の
私
領 

 

本
宅
な
ど
一
部
を
除
き
悉
く
没
収
さ
れ 

郡
司
、下
司
等
の
職
も
没
収
さ
れ
、上
総
武

士
団
は
解
体
し
た
。没
収
さ
れ
た
所
領
は

千
葉
常
胤
、和
田
義
盛
、相
馬
貞
常
、土
屋

義
清
、中
原
親
能
等
に
夫
々
継
承
さ
れ
、特

に
、常
胤
は
上
総
氏
の
本
貫
地
玉
崎
庄
、上

総
国
府
近
傍
の
市
東
、市
西
郡
等
を
継
承

し
、広
常
の
継
承
者
の
地
位
を
獲
得
し
た
。

常
胤
は
こ
れ
ら
の
所
領
に
平
家
没
官
地
の

九
州
の
所
領
を
加
え
孫
の
常
秀
へ
譲
っ
た
。

所
謂
下
総
千
葉
氏
と
上
総
千
葉
氏
の
成

立
を
見
る
こ
と
と
な
る
。 

胤
正
が
千
葉
新
介
を
名
乗
る
の
が
文
治
三

年( 11
87

年)

頃
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、ほ

ぼ
同
時
期
に
既
に
嫡
宗
家
と
庶
子
家
の
常

秀
の
所
領
に
格
差
が
見
ら
れ
嫡
宗
家
と
庶

子
家
の
勢
力
の
逆
転
が
生
じ
て
い
る
と
み
る

こ
と
も
で
き
る
。 

千
葉
介
と
は
、千
葉
氏
一
族
の
惣
領
と
千

葉
嫡
宗
家
の
家
長
を
示
す
終
身
呼
称
と
さ

れ
、新
介
は
、家
督
を
相
続
し
千
葉
介
が
生

存
し
て
い
る
間
の
呼
称
と
さ
れ
る
。い
ず
れ
も

幕
府
か
ら
認
め
ら
れ
た
呼
称
で
あ
る
。  

 

胤
正
が
文
治
三
年
新
介
を
名
乗
る
こ
と
と

な
る
が
、こ
の
時
期
に
胤
正
の
家
督
相
続
が

幕
府
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。     

何
故
、常
胤
は
胤
正
又
は
成
胤
に
上
総
氏

の
所
領
を
全
て
継
承
さ
せ
な
か
っ
た
の
か
で

あ
る
。常
胤
は
、時
流
の
慧
眼
が
高
か
っ
た
と

さ
れ
る
の
で
、胤
正
又
は
成
胤
に
継
承
さ
せ

た
場
合
、千
葉
氏
嫡
宗
家
の
所
領
が
下
総

と
上
総
に
亘
り
巨
大
な
武
士
団
が
成
立
す

る
こ
と
に
な
る
。幕
府
・
御
家
人
の
動
向
と 

広
常
誅
殺
の
関
係
、上
総
武
士
団
の
動
向

に
加
え
、常
秀
に
千
葉
氏
の
惣
領
の
地
位
を

継
承
さ
せ
る
と
い
う
思
惑
が
あ
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、常
秀
が
広
常
の
孫
あ
た
る
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
お
り
、常
秀
と
上
総
氏
と
の
関

係
を
考
え
る
と
胤
正
又
は
成
胤
の
所
領
継

承
よ
り
常
秀
の
所
領
継
承
が
夫
々
の
武
士

団
の
統
制
を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
を
考

え
た
と
も
想
定
さ
れ
る
。 

二
、上
総
千
葉
氏
と
下
総
千
葉
氏
と
の
関
係

を
見
る
と
、両
総
平
氏
の
枠
組
み
か
ら
は 

下
総
千
葉
氏
が
上
総
千
葉
氏
の
庶
子
家
と

な
る
が
、千
葉
氏
の
枠
組
み
か
ら
は
上
総
千

葉
氏
が
下
総
千
葉
氏
の
庶
子
家
と
い
う
二

重
構
造
関
係
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。常
胤
、

胤
正
生
存
中
は
親
の
教
令
権
に
よ
り
上
総

千
葉
氏
は
下
総
千
葉
氏
の
庶
子
家
と
し
て

存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

正
治
二
年( 1

20
0

年)

常
胤
は
最
後
の
椀
飯

役
を
務
め
そ
の
翌
年
に
死
亡
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、常
胤
生
存
中
は
胤
正
の
地
位
は
あ
く
ま

で
も
下
総
千
葉
氏
の
家
長
で
あ
り
、上
総
千

葉
氏
を
加
え
た
千
葉
氏
一
族
の
統
制
、惣
領

は
依
然
常
胤
が
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。胤
正
は
常
胤
没
後
二
年
後
に
没

し
、こ
の
間
、胤
正
が
惣
領
の
地
位
で
あ
っ
た
と

い
う
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。 

常
胤
は
庶
子
家
を
千
葉
氏
一
族
の
惣
領
と

し
て
軍
事
動
員
す
る
力
は
あ
っ
た
が
、胤
正
に

は
そ
の
力
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。  

新
介
と
し
て
千
葉
氏
の
家
長
の
地
位
は
継
承

し
て
も
惣
領
と
し
て
常
胤
に
代
わ
る
地
位
を

確
立
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。常
胤
没

後
、胤
正
が
、僅
か
の
間
で
あ
れ
、千
葉
氏
の

惣
領
の
地
位
を
継
承
し
た
か
は
疑
わ
し
い
。

惣
領
制
は
常
胤
、胤
正
の
鎌
倉
初
期
時
代
に

は
族
的
結
合
と
軍
事
的
組
織
の
側
面
が
強

く
、①
一
族
伝
統
精
神
の
中
心
と
な
り
②
祖

先
伝
来
の
文
書
を
保
管
し
③
氏
神
、氏
寺
の

独
占
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
鎌
倉

後
期
か
ら
で
あ
る
。成
胤
が
頼
朝
の
下
文
を

常
胤
、胤
正
よ
り
継
承
し
て
い
て
も
こ
れ
は
下

総
千
葉
氏
の
嫡
宗
家
の
家
長
と
し
て
の
立
場

か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

三
、正
治
元
年( 11

99

年)

頼
朝
死
後
、  

三
浦

義
澄
、安
達
盛
長
、岡
崎
義
実
が 

 

正
治

二
年( 12

0
0

年)
に
翌
年
常
胤
が 

没
し
、胤
正
が
正
治
五
年( 1

20
3

年)

と
、

頼
朝
や
幕
府
創
成
期
以
来
の
有
力
御
家

人
の
死
亡
と
常
胤
・
胤
正
の
千
葉
氏
当
主
の

死
が
同
時
期
に
起
こ
り
、さ
ら
に
千
葉
六
党

と
言
わ
れ
る
常
胤
の
庶
子
家
の
当
主
も
こ
の

頃
に
は
既
に
没
し
て
い
る
た
め
、幕
府
を
始

め
と
し
て
千
葉
氏
に
も
世
代
交
代
と
惣
領

権
継
承
の
問
題
に
混
乱
が
生
じ
た
可
能
性

が
あ
る
。千
葉
氏
内
部
で
は
上
総
千
葉
氏

が
勢
力
を
拡
大
し
常
秀
は
胤
正
没
後
の 

二
年
後
の
元
久
二
年( 1

2
05

年)

に
大
須

賀
、相
馬
、東
氏
を
率
い
て
畠
山
重
忠
追
討

軍
へ
参
陣
し
て
い
る
こ
と
か
ら
千
葉
氏
の
惣

領
権
は
常
秀
が
掌
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。 

常
秀
は
、建
久
元
年( 1

1
90

年)

左
兵
衛

尉
、嘉
禄
元( 1

2
2
5

年)

下
総
守
、嘉
禎
元

年( 1
2
3
5

年)

上
総
介
に
夫
々
任
官
さ
れ

千
葉
介
の
下
総
千
葉
氏
よ
り
官
位
で
も 

上
位
に
立
つ
。頼
朝
は
随
兵
、供
奉
の
条
件

と
し
て
①
譜
代
勇
士
②
弓
馬
達
者
③
容

儀
神
妙
を
上
げ
た
と
さ
れ
る
。常
秀
は
、頼

朝
出
御
の
際
は
殆
ど
随
兵
、供
奉
人
を
務

め
て
い
る
こ
と
か
ら
、実
力
的
に
相
当
の
者
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

成
胤
が
健
保
六
年(1

2
1
8

年)

に
没
し
、 

嫡
男
胤
綱
も
安
貞
元
年(1

2
2
8

年)

に  

没
す
る
こ
と
で
下
総
千
葉
氏
の
力
が
相
対

的
に
、低
下
し
て
く
る
流
れ
と
な
る
。 
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四
、千
葉
氏
は
、鎌
倉
時
代
初
期
、常
胤
の

力
量
に
よ
り
幕
府
御
家
人
の
ト
ッ
プ
の
武

士
団
に
短
期
間
で
成
長
し
た
が
、武
士
団
の

惣
領
の
地
位
と
地
位
継
承
の
手
続
き
が
未

整
備
の
ま
ま
成
長
し
た
。 

当
時
の
武
士
団
は
、長
子
相
続
も
未
確
立

で
惣
領
の
地
位
は
母
方
の
勢
力
、子
の
能
力

等
に
よ
り
そ
の
地
位
の
継
承
が
行
わ
れ
て
い

た
。千
葉
氏
は
、常
胤
生
存
中
は
そ
の
地
位

継
承
は
常
胤
の
カ
リ
ス
マ
性
で
行
わ
れ
た

が
、常
胤
、胤
正
没
後
は
成
胤
、常
秀
の
間

で
惣
領
争
い
が
生
じ
武
士
団
の
二
分
化
を

生
じ
さ
せ
、常
秀
は
常
胤
か
ら
上
総
介
と

上
総
氏
旧
領
を
殆
ど
継
承
す
る
こ
と
で
、 

成
胤
が
継
承
し
た
所
領
を
遙
か
に
凌
ぐ
絶

対
的
勢
力
を
保
持
し
た
が
、千
葉
氏
嫡
宗

家
の
表
象
で
あ
る
千
葉
介
は
成
胤
が
継
承

し
た
。成
胤
が
常
秀
に
相
当
の
妥
協
を
強
い

ら
れ
る
結
果
と
言
え
る
。 

こ
の
所
領
の
継
承
と
千
葉
氏
の
惣
領
継
承

は
誰
が
決
定
し
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ

る
。所
領
の
継
承
は
常
胤
生
存
中
に
行
わ

れ
て
い
る
の
で
恐
ら
く
常
胤
が
決
定
し
胤
正

に
命
じ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。常
胤
は

元
々
下
総
か
ら
上
総
へ
の
勢
力
拡
大
を
考

え
、本
貫
地
も
上
総
へ
の
移
転
を
考
え
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。こ
の
背
景
に
は
下
総
に
は

葛
西
、常
陸
に
は
佐
竹
氏
な
ど
有
力
な
御

家
人
が
存
在
し
、下
総
一
国
を
支
配
す
る

こ
と
が
難
し
く
、相
馬
御
厨
争
論
な
ど
に
よ

る
所
領
問
題
を
若
い
頃
よ
り
奔
走
し
た
こ

と
が
あ
り
一
族
の
勢
力
拡
大
と
所
領
確
保

を
常
に
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。加
え
て
、

下
総
よ
り
上
総
の
方
が
国
の
格
と
し
て
も

上
位
で
あ
り
官
位
も
同
じ
権
介
で
あ
っ
て
も

上
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
上
総
へ
の
勢
力 

 
 

拡
大
、進
出
を
考
え
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。 

五
、広
常
誅
殺
に
よ
る
最
大
の
受
益
者
は 

常
胤
と
さ
れ
る
が
、広
常
亡
き
後
の
上
総
の

所
領
獲
得
と
武
士
団
の
統
制
を
常
胤
が 

志
向
し
、頼
朝
参
陣
も
自
ら
の
在
地
領
主

と
し
て
所
領
安
堵
と
拡
大
を
目
的
と 

し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、広
常
誅
殺
に 

 

常
胤
も
関
与
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。 

寿
永
二
年
は
、①
七
月
木
曽
義
仲
入
洛
と

平
家
西
国
へ
都
落
ち
②
十
月
宣
旨
に
よ
り

東
国
の
沙
汰
権
を
得
て
、こ
れ
以
後
、頼
朝

は
、全
国
の
沙
汰
権
を
獲
得
し
武
家
の
棟

梁
と
し
て
の
地
位
が
全
国
的
に
確
認
さ
れ
、

頼
朝
の
地
位
が
反
乱
者
の
立
場
か
ら
正
規

の
地
位
を
得
る
転
換
点
と
な
る
極
め
て
重

要
な
年
で
あ
る
。こ
の
様
な
中
で
③
十
二
月

広
常
誅
殺
が
起
き
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
時
期
に
御
家
人
の
筆
頭
で
あ
る
常
胤

は
ど
う
し
て
い
た
の
か
。源
平
合
戦
で
彼
が

属
し
て
い
た
範
頼
の
軍
勢
が
木
曽
義
仲
追

討
の
た
め
鎌
倉
を
発
ち
十
一
月
中
に
尾
張

に
着
き
、翌
年
一
月
入
洛
し
て
い
る
こ
と
の

記
述
が
見
ら
れ
る
。 

頼
朝
の
計
算
の
中
に
は
、同
族
常
胤
の
不
在

も
入
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

広
常
誅
殺
時
、頼
朝
は
一
族
の
常
胤
を
西

国
へ
出
陣
さ
せ
直
接
の
関
与
を
打
消
し
て
い

る
が
、常
胤
出
陣
中
に
常
胤
に
黙
っ
て
同
族

の
広
常
誅
殺
を
実
行
す
る
こ
と
は
考
え
に

く
い
。 

事
実
関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
興
味
あ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六
、常
胤
は
、上
総
氏
所
領
を
継
承
し
た  

と
き
に
常
秀
に
そ
の
殆
ど
を
譲
り
、常
秀
を

千
葉
氏
の
惣
領
と
し
て
考
え
、嫡
宗
家
当

主
の
千
葉
介
を
直
系
嫡
流
の
成
胤
に
継
承

さ
せ
た
。今
に
言
う
総
・
総
分
離
を
図
り
千

葉
氏
の
安
定
化
を
考
え
た
。 

こ
の
様
な
嫡
宗
家
と
庶
子
家
の
勢
力
逆
転

は
三
浦
氏
と
和
田
氏
の
関
係
に
も
見
ら
れ

る
が
、三
浦
氏
一
族
は
和
田
氏
が
頼
朝
の

信
頼
の
下
、勢
力
拡
大
を
図
っ
た
が
、千
葉

氏
の
場
合
は
常
胤
主
導
の
下
、武
士
団
の

勢
力
分
散
に
よ
る
一
族
存
続
の
途
を
図
っ

た
と
想
像
さ
れ
る
。 

常
胤
・
胤
正
の
千
葉
氏
一
族
の
当
主
の
死

が
同
時
期
に
起
こ
り
、世
代
交
代
と
惣
領

継
承
の
問
題
が
千
葉
氏
武
士
団
の
二
分
化

を
促
し
、夫
々
が
独
自
の
路
線
を
展
開
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。常
胤
が
上
総
氏
旧
領

を
継
承
し
胤
正
と
常
秀
に
そ
の
所
領
配
分

を
考
え
た
と
き
、上
総
、下
総
の
各
武
士
団

の
対
立
を
憂
慮
し
、胤
正
に
千
葉
氏
一
族

の
惣
領
権
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
が
皮
肉
に

も
胤
正
死
後
に
成
胤
と
常
秀
の
間
で
の
惣

領
争
い
に
よ
る
武
士
団
の
分
裂
を
生
じ
さ

せ
る
結
果
と
な
っ
た
。こ
の
時
期
は
未
だ 

 

嫡
宗
家
の
長
子
相
続
に
よ
る
惣
領
権
継
承

が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
大
き
い
。 

常
秀
の
嫡
子
秀
胤
が
宝
治
合
戦
で
失
脚
、

上
総
千
葉
氏
滅
亡
と
い
う
途
を
辿
り
下
総

千
葉
氏
へ
糾
合
さ
れ
る
ま
で
は
、上
総
千
葉

氏(

庶
子
家)

が
下
総
千
葉
氏(

嫡
宗
家)

を

凌
駕
す
る
存
在
で
あ
り
、常
秀
、秀
胤
が
千

葉
氏
の
惣
領
と
し
て
の
地
位
を
得
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。 

七
、成
胤
は
、元
久
二
年(1

2
0
5

年)

飯
役
を

務
め
る
と
同
時
に
頼
朝
の
下
文
を
幕
府
に

提
出
し
、建
暦
二
年(1

2
1
1

年)

所
新
造
の

負
担
を
一
族
に
差
配
し
嫡
宗
家
と
し
て
の

威
厳
を
示
し
惣
領
と
し
て
の
動
き
を
し
て
い

る
。更
に
和
田
の
乱
、建
暦
三
年(1

2
1
3

年)

後
、実
朝
廃
位
の
防
止
と
北
条
氏
へ
の
援
軍

の
功
績
に
よ
り
幕
府
、一
族
内
で
一
定
の
地

位
を
築
く
こ
と
に
成
功
し
た
。 

和
田
の
乱
は
、成
胤
が
一
法
師
を
北
条
氏
へ

差
出
し
た
こ
と
で
和
田
氏
に
よ
る
北
条
氏

掃
討
が
露
見
し
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、   



 

 

8 

 

和
田
氏
は
当
時
幕
府
内
は
も
と
よ
り
上
総

で
も
勢
力
を
有
し
て
お
り
北
条
氏
に
と
っ
て

も
有
力
な
対
抗
者
と
な
っ
て
い
た
。成
胤
は
、

上
総
で
の
和
田
氏
の
勢
力
を
削
ぎ
、幕
府

内
で
の
自
ら
の
地
位
を
築
く
こ
と
で
常
秀
に

対
抗
し
う
る
力
を
得
る
こ
と
を
考
え
北
条

氏
へ
の
協
力
を
行
っ
た
。こ
の
功
績
は
、幕
府

内
、取
り
分
け
北
条
氏
の
信
頼
を
得
る
こ
と

に
成
功
し
た
と
言
え
る
。 

幕
府
は
こ
の
乱
後
、家
督
を
通
じ
て
御
家
人

統
制
を
図
る
こ
と
に
転
換
し
て
い
く
。千
葉

氏
で
も
嫡
宗
家
と
庶
子
家
の
内
部
対
立
が

整
理
さ
れ
徐
々
に
嫡
流
が
固
定
化
さ
れ
て

い
く
動
き
と
な
る
。 

元
久
二
年(1

2
0
5

年)

常
秀
は
、同
時
期 

畠
山
重
忠
追
討
軍
の
後
陣
と
し
て
一
族
を

率
い
て
お
り
、上
総
千
葉
氏
と
下
総
千
葉

氏
の
力
関
係
は
拮
抗
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
が
、下
総
千
葉
氏
は
一
族
内
で
上
総
千

葉
氏
を
上
回
る
勢
力
を
獲
得
は
で
き
ず
、

惣
領
権
は
依
然
上
総
千
葉
氏
が
有
し
て
い

た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

下
総
千
葉
氏
が
惣
領
権
を
獲
得
で
き
る
の

は
宝
治
合
戦
に
よ
る
秀
胤
滅
亡
ま
で
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

し
か
し
、宝
治
合
戦
後
、下
総
千
葉
氏
は 

上
総
千
葉
氏
の
所
領
継
承
は
で
き
ず
、  

一
部
東
氏
、大
須
賀
氏
に
継
承
さ
れ
た
が
、

上
総
守
護
職
と
と
も
に
そ
の
殆
ど
は
足
利

正
義
が
継
承
し
た
。千
葉
氏
は
上
総
千
葉

氏
没
落
後
、嫡
宗
家
と
庶
子
家
の
内
部
対

立
は
解
消
さ
れ
た
が
、下
総
千
葉
氏
は
常

胤
の
時
代
に
比
し
て
、そ
の
勢
力
は
著
し
く

弱
体
化
し
、御
家
人
内
部
で
は
、北
条
氏
の

勢
力
拡
大
を
許
す
こ
と
と
な
る
。 

反
面
、三
浦
氏
は
、和
田
の
乱
に
よ
り
当
然

に
嫡
宗
家
と
庶
子
家
の
内
部
対
立
が
整
理

さ
れ
、一
族
の
統
制
は
嫡
流
家
に
固
定
化

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

八
、嫡
宗
家
と
庶
子
家
の
対
立
と
い
う
構
図

は
、幕
府
の
御
家
人
統
制
が
将
軍
と
庶
子

家
の
主
従
関
係
が
夫
々
嫡
宗
家
と
切
り
離

さ
れ
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
。こ
れ

に
よ
り
、庶
子
家
は
独
立
、分
立
に
よ
る
勢

力
拡
大
を
図
り
、幕
府
内
で
一
定
の
地
位

を
獲
得
し
嫡
宗
家
を
凌
駕
す
る
庶
子
家
も

現
れ
、惣
領
の
地
位
を
巡
る
一
族
内
の
内

部
対
立
を
招
く
。 

幕
府
が
御
家
人
制
度
の
中
で
巨
大
武
士
団

の
内
部
対
立
を
意
図
し
て
組
立
て
、そ
の
勢

力
を
削
い
で
い
く
途
を
描
い
て
い
た
か
は
不

明
だ
が
、こ
の
様
な
制
度
は
、当
然
に
内
部

対
立
を
生
じ
さ
せ
、組
織
統
制
の
弱
体
化

を
招
き
、一
族
の
衰
退
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
こ

と
は
自
明
の
理
で
あ
る
。 

幕
府
は
鎌
倉
初
期
か
ら
御
家
人
統
制
に
は

一
貫
し
た
政
策
は
な
く
極
め
て
便
宜
的
で 

  

あ
り
、惣
領
の
統
制
力
は
利
用
す
る
も   

御
家
人
増
加
を
図
る
た
め
庶
子
家
の
領
地

安
堵
を
行
う
と
い
う
矛
盾
し
た
政
策
を
採
っ

て
い
る
。 

し
か
し
、鎌
倉
後
期
に
は
、北
条
得
宗
家
に

よ
る
権
力
の
増
大
で
幕
府
内
の
専
制
化
が

生
じ
て
き
た
こ
と
が
、武
士
団
の
中
に
、惣
領

権
は
、政
治
権
力
と
の
関
係
を
意
識
す
る 

よ
う
に
変
質
さ
せ
、さ
ら
に
は
各
武
士
団
に

も
戦
闘
、狩
猟
の
習
慣
、習
俗
が
色
濃
く 

残
っ
て
い
た
鎌
倉
初
期
か
ら
は
、理
性
に
よ

り
行
動
す
る
道
徳
観
が
自
覚
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
た
。 

九
、こ
の
様
な
背
景
の
中
、千
葉
氏
は     

各
武
士
団
の
結
合
を
図
り
、他
の
武
士
団

に
先
駆
け
て
一
族
の
組
織
統
制
強
化
の
た

め
嫡
宗
家
の
長
子
相
続
を
行
い
、さ
ら
に 

妙
見
信
仰
を
中
核
と
し
た
説
話
手
法
を
用

い
て
嫡
流
の
一
族
統
制
の
正
当
性
と
権
威

付
け
を
行
い
、源
平
闘
靜
録
等
の
出
現
を

図
る
こ
と
に
よ
り
一
族
の
結
束
を
再
構
築

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、千
葉
氏
一
族
内
部
の
争
い
は
そ
の

後
も
続
き
、一
族
の
歴
史
は
内
部
抗
争
の

歴
史
と
な
り
、や
が
て
一
族
の
衰
退
、滅
亡
へ

と
繋
が
っ
て
い
っ
た
。 

(

了) 

   

お
知
ら
せ 

 

こ
の
度
、千
葉
市
中
央
区
千
葉
寺
町
に 

あ
る
千
葉
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
セ
ン
タ
ー
に
登
録
し
ま
し
て
、協
議
会
の

施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に 

な
り
ま
し
た
。当
面
は
会
館
内
の
施
設（
講
演

会
・
勉
強
会
等
の
会
場
）と
印
刷
機
の
無
料

利
用
が
出
来
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。会
報
の

印
刷
に
も
便
利
に
な
り
ま
す
が
、又
同
協
議

会
の
行
事
に
も
参
加
出
来
る
こ
と
も
あ
る
か

と
思
い
ま
す
。本
会
の
活
動
に
利
用
し
た
い
と

思
い
ま
す
。 

  

編
集
後
記 

 

編
集
子 

大
変
遅
く
な
り
ま
し
た
が
、会
報
十
号
を

お
届
け
し
ま
す
。今
回
号
で
は
、本
会
の
会

員
で
も
あ
り
ま
す
岩
手
県
平
泉
町
の
千

葉
亮
将
様
が
投
稿
さ
れ
て
下
さ
れ
ま
し

た
。お
伝
え
し
ま
す
。今
後
と
も
益
々
本

会
の
活
動
に
御
協
力
頂
け
れ
ば
幸
い
で

す
。本
年
も
会
員
一
丸
と
な
っ
て
、本
会
の

設
立
趣
意
書
に
乗
っ
取
り
、各
々
の
事
業

を
確
実
、誠
意
を
込
め
て
推
進
し
、会
員

の
納
得
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
会
の
運
営
を

進
め
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。ど
う
か
会

員
皆
様
の
御
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。  


