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第
七
回 

総
会
開
催 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
氏
を
語
る
会
の
第
七
回
総
会

及
び
記
念
講
演
が
令
和
三
年
六
月
五

日(

土)

に
千
葉
市
蘇
我
コ
ミ
ニ
ュ
テ
イ

セ
ン
タ
ー
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

定
刻
、
司
会
者
よ
り
本
日
出
席
者

三
十
一
名
、
委
任
状
に
よ
る
出
席
者

三
十
名
、
計
六
十
一
名
、
会
員
総
数

七
十
四
名
の
過
半
数
に
達
し
て
お
り
規

約
第
八
条
に
よ
り
会
議
は
成
立
と
の
報

告
が
あ
り
開
会
を
宣
言
し
た
。 

 

向
後
会
長
の
挨
拶 

 

千
葉
市
は
今
年
市
制
一
〇
〇
年
を

迎
え
記
念
誌
の
発
行
、
第
三
回
千
葉

氏
サ
ミ
ッ
ト
な
ど
、
記
念
行
事
を
進

め
て
お
り
又
、
五
年
後
の
二
〇
二
六

年
に
は
千
葉
氏
に
よ
る
開
府
九
〇
〇

年
と
な
り
、
こ
の
節
目
に
当
た
り 

源
頼
朝
を
支
え
て
鎌
倉
を
開
き
そ
の
筆

頭
御
家
人
と
し
て
幕
府
の
運
営
に
寄
与

し
多
く
の
功
績
を
残
し
、
郷
土
の
誇
り

で
あ
る
千
葉
氏
を
広
く
市
民
に
知
っ
て

貰
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
。 

 

私
の
関
係
す
る
先
で
作
成
し
た
小
学

生
中
心
に
し
た
子
供
た
ち
向
け
に
紙
芝

居
「
千
葉
常
胤
物
語
」
が
小
学
校
で

の
公
演
で
好
評
を
得
て
お
り
、
こ
の
千

葉
氏
を
語
る
会
で
も
活
動
の
一
貫
と
し

て
取
り
上
げ
る
と
聞
き
心
強
く
思
っ
て

い
る
。
千
葉
市
は
街
造
り
に
当
た
り
四

つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
テ
ィ
の
一
つ
に
千
葉

氏
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
郷
土
が
誇
る

先
人
の
活
躍
の
歴
史
を
市
民
の
間
に
浸

透
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
。 

  
 

来
賓 

挨
拶 

千
葉
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課 

 
 
 
 
 
 

課
長
佐
久
間
仁
英
様 

千
葉
市
立
郷
土
博
物
館 

 
 

 
 

 
 

館
長
天
野
良
介
様 

本
会
顧
問 

前
千
葉
市
議
会
議
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
川
智
之
様 

 

議
事
に
入
り
に
つ
き 

本
会
副
会
長
鷲
見
隆
仁
を
議
長
に 

選
出 

 

議
事 

・
報
告
議
案 

第
一
号
議
案
令
和
二
年
度
事
業
報
告 

第
二
号
議
案
令
和
二
年
度
決
算
報
告 

第
三
号
議
案
令
和
二
年
度
監
査
報
告 

第
一
号
～
第
三
号
議
案
に
つ
き
各
関

係
役
員
よ
り
報
告
あ
り
。 

同
報
告
議
案
は
一
括
し
原
案
通
り
承

認
さ
れ
た
。 

・
協
議
議
案 

第
一
号
議
案 令

和
三
年
度
事
業
計
画
案 

第
二
号
議
案 令

和
三
年
度
収
支
予
算
案 

第
一
号
、
二
号
協
議
案
に
つ
き
関
係

役
員
よ
り
説
明
あ
り
。 

同
協
議
案
は
一
括
し
原
案
通
り
成
立

し
た
。 

・
報
告
事
項 

役
員
、
顧
問
に
付
き
現
状
報
告
有
り 

役
員
一
名
死
去
に
よ
り
退
任
し
た
。 

以
上
で
全
て
の
本
総
会
提
出
議
案
は 

承
認
さ
れ
、
議
長
は
総
会
の
終
了
を

宣
言
し
た
。 

 

読
い
て
、
専
修
大
学
湯
浅
治
久
氏
を

お
招
き
し
「
源
頼
朝
政
権
の
成
立
と

千
葉
氏
」
と
題
す
る
記
念
講
演
に
移

っ
た
。 

講
演
に
入
る
前
に
千
葉
市
長
神
谷
俊

一
様
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
披
露
い

た
し
ま
し
た
。 

 

「
千
葉
氏
を 

 
 

語
る
」
だ
よ
り 
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記
念
講
演 

 
 

 
 源

頼
朝
政
権
の
成
立
と
千
葉
氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湯
浅
治
久 

 
 
 

一 

治
承
四
年(

一
一
八
〇)

八
月
、
伊
豆

に
挙
兵
し
た
源
頼
朝
は
、
石
橋
山
の

合
戦
で
大
庭
景
親
ら
に
敗
れ
真
鶴
半

島
か
ら
海
路
で
房
総
に
逃
れ
ま
す
。

そ
こ
で
両
総
平
氏
の
雄
千
葉
常
胤
・

上
総
介
広
常
ら
に
邂
逅
し
勢
力
を
盛

り
返
し
、
鎌
倉
へ
入
り
幕
府
開
創
の

き
っ
か
け
を
つ
か
み
ま
す
。 

 

頼
朝
を
支
え
た
常
胤
ら
の
活
躍
は

幕
府
の
史
書
『
吾
妻
鏡
』
の
冒
頭
、

印
象
的
な
話
で
す
。
こ
の
講
演
で
は

房
総
に
お
け
る
頼
朝
と
常
胤
ら
の
動

向
を
追
い
、
東
国
武
士
の
群
像
と
武

家
の
棟
梁
が
い
か
に
結
び
つ
き
、 

鎌
倉
幕
府
の
開
創
と
い
う
「
事
件
」

と
な
る
の
か
を
追
っ
て
み
ま
す
。 

ま
た
あ
わ
せ
て
鎌
倉
幕
府
と
は 

何
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て 

み
ま
し
た
。 

 
 
 
 

二 

 

そ
も
そ
も
頼
朝
の
挙
兵
は
雌
伏
二

〇
年
、
武
家
の
貴
種
が
満
を
持
し
て

立
ち
上
が
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
が
ち

で
す
が
、
そ
れ
は
結
果
か
ら
み
た
後

付
け
論
で
す
。
頼
朝
の
挙
兵
は
平
家

方
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
、
や
む
に
や

ま
れ
ず
行
っ
た
も
の
で
、
し
か
も
木

曽
義
仲
や
甲
斐
源
氏
な
ど
、
多
く
の

競
合
者
の
な
か
の
一
人
に
す
ぎ
な
か

っ
た
よ
う
で
す
。
同
様
に
、
武
家
の

棟
梁
の
も
と
に
結
集
す
る
東
国
の 

武
士
団
も
、
各
地
で
競
合
者
と
の 

争
い
を
抱
え
て
い
る
の
が
現
実 

で
し
た
。
彼
ら
の
こ
の
時
点
で
の
結

び
付
き
、
い
わ
ゆ
る
主
従
の
関
係
も

そ
の
時
そ
の
時
の
ド
ラ
イ
な
思
惑
に

よ
る
も
の
と
す
る
方
が
事
実
に
近
い

よ
う
で
す
。 

 

千
葉
常
胤
の
場
合
も
、
下
総
国
内

に
千
田
親
政
と
い
う
外
来
の
巨
大
勢

力
が
あ
り
、
ま
た
上
総
介
広
常
は
両

総
平
氏
の
本
来
の
族
長
と
し
て
常
胤

を
圧
迫
す
る
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。 

 

常
胤
は
、
頼
朝
に
積
極
的
に
従
う

こ
と
で
、
千
田
親
政
を
討
ち
、
ま
た

広
常
も
の
ち
に
暗
殺
さ
れ
頼
朝
政
権

か
ら
は
結
果
的
に
排
除
さ
れ
ま
す
。 

 

こ
う
し
て
千
葉
氏
は
鎌
倉
時
代
以

降
の
発
展
の
基
礎
を
、
頼
朝
の
挙
兵

に
参
加
す
る
こ
と
で
得
る
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
す
。
頼
朝
も
常
胤
も
、

リ
ア
ル
な
政
治
的
選
択
を
生
き
、
勝

ち
残
っ
た
者
だ
っ
た
わ
け
で
す
。 

当
時
の
東
国
武
士
た
ち
は
、
多
か
れ

少
な
か
れ
こ
う
し
た
矛
盾
を
地
域
に

抱
え
、
頼
朝
政
権
に
参
加
す
る
こ
と

で
敵
を
排
除
し
た
人
々
だ
っ
た
こ
と

が
近
年
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。 

 
 
 

三 

頼
朝
の
房
総
計
略
に
つ
い
て
は
、

『
吾
妻
鏡
』
の
ほ
か
複
数
の
史
料
が

描
い
て
い
ま
す
が
、
一
致
し
て
い
ま

せ
ん
。
こ
こ
で
は
千
葉
妙
見
社
に
伝

来
し
た
平
家
物
語
の
異
本
『
源
平
闘

諍
録
』
、
な
ど
を
手
掛
か
り
に
し
て

合
理
性
の
あ
る
経
路
を
推
定
で
き
る

の
で
、
安
房
か
ら
上
総
・
下
総
へ
国

府
を
拠
点
と
し
て
進
む
頼
朝
軍
の
行

軍
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
九
月
下
旬
に
は
下
総
国
府(

府
中)

に
入
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
軍
勢
は
長

ら
く
逗
留
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

下
総
国
府
か
ら
は
、
太
日
川
、 

隅
田
川
を
渡
河
し
て
武
蔵
に
入
る
の

で
す
が
、
武
蔵
の
雄
族
秩
父
平
氏
の

去
就
が
明
ら
か
で
な
く
、
眼
前
の 

江
戸
氏
の
暗
殺
あ
る
い
は
懐
柔
を 

頼
朝
が
工
作
し
て
い
た
こ
と
が
逗
留

の
理
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
り
ま
す
。 

 

十
月
に
入
り
、
頼
朝
軍
は
武
蔵
か

ら
相
模
へ
と
抜
け
、
両
国
の
武
士
団

の
去
就
を
決
定
す
べ
く
相
模
国
府
で

論
功
行
賞
を
行
い
ま
す
が
、
こ
れ
こ

そ
本
来
は
朝
廷
と
国
衙
の
役
割
で
頼

朝
軍
は
敵
方
所
領
の
没
収
と
本
領
の

安
堵
を
梃
子
と
し
て
勢
力
を
拡
大
し

や
が
て
鎌
倉
に
入
る
わ
け
で
す
。 

 
 
 

四 

 

さ
て
、
千
葉
常
胤
と
東
国
武
士
の
動

向
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
源
頼
朝
の
挙
兵

を
見
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
段
階

の
頼
朝
政
権
は
、
い
わ
ば
南
関
東
に
基

盤
を
置
く
反
乱
軍
、
軍
事
政
権
で
あ
っ

た
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
後
、
寿
永
二
年(

一
一
八
三)

の

平
家
の
都
落
ち
、
文
治
一
年(

一
一
八

五)

の
平
家
滅
亡
、
そ
し
て
同
五
年(

一

一
九
〇)

の
奥
州
合
戦
を
経
て
、
頼
朝

の
政
権
は
朝
廷
か
ら
権
限
を
得
て
、 

政
府
あ
る
い
は
国
家
の
様
相
を
呈
し

て
ゆ
き
ま
す
。
鎌
倉
幕
府
と
い
う 

頼
朝
政
権
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
独
立
の
東
国
国
家
と
す
る
か
、

あ
る
い
は
朝
廷
の
軍
事
を
専
門
と
す

る
権
門
と
す
る
か
な
ど
、
諸
説
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
従
い
幕
府
の
「
成

立
」
時
期
も
五
つ
ほ
ど
の
説
に
わ
か

れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
が
、
治
承

四
年
の
軍
事
政
権
と
し
て
の
出
発
に

近
年
は
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。 



 

 

3 

 

 
東
国
武
士
と
頼
朝
の
政
権
の
出
発

点
に
、
千
葉
常
胤
や
房
総
の
諸
勢
力

の
去
就
が
決
定
的
に
重
要
な
要
素
で

あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
く

思
っ
た
次
第
で
す
。 

   
 

 

会
員
寄
稿 

 

徒
然
両
総
三
国
歴
史
散
歩 

 
 
 
 
 
 
(

会
員)

上
山
貞
蔵  

 

昭
和
三
十
四
年
か
ら
牛
歩
三
十
八

年
主
に
千
葉
県
下
を
中
心
に
職
場
の

転
勤
に
よ
り
様
々
な
人
と
の
出
会
い

に
感
謝
し
、
小
過
は
あ
り
な
が
ら
も

平
成
十
年
三
月
肩
を
叩
か
れ
定
年
退

職
、
現
在
は
千
葉
市
内
に
て
家
族
や

友
人
に
支
え
ら
れ
、
お
蔭
様
で
健
康

で
あ
る
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、
愚
妻

と
共
に
二
か
月
ご
と
の
「
十
五
日
」

を
ひ
た
す
ら
唯
一
の
楽
し
み
に
晴
耕

雨
読
の
こ
ん
に
ち
で
あ
る
。 

 

い
ま
日
本
中
は
、
昨
年
か
ら
の
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に
あ
え
ぐ
第
三
波

の
感
染
対
策
緊
急
事
態
宣
言
が
四
都

府
県
に
四
月
二
十
五
日
か
ら
五
月
十

一
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
が
、
な
ん
の

お
役
に
も
立
て
な
い
我
が
身
の
も
ど

か
し
さ
で
申
し
訳
な
い
と
正
直
自
責

の
念
の
日
々
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
流
浪
の
旅
路
三
十
八
年

間(

経
歴
概
略
一
末
記)

の
中
で
私
の

人
生
に
特
に
大
き
く
強
烈
な
影
響
を

う
け
た
の
が
「
安
房
郡(

安
房
の
国)

二
度
四
年
間
の
勤
務
」
で
あ
る
の
で

当
時
の
「
私
の
放
浪
五
行
日
記
」
で

回
顧
し
な
が
ら
順
不
同
で
あ
る
が
、

失
礼
を
承
知
で
思
う
が
ま
ま
記
し
て

み
た
い
。 

 
文
中
関
係
す
る
大
兄
諸
氏
が
お
ら

れ
た
ら
伏
し
て
ご
容
赦
お
許
し
を 

願
い
ま
す
。 

第
一 

房
総
半
島
の
思
い
出 

❘
歴
史
観
の
目
覚
め 

 
 
 
 

一 

 

昭
和
三
十
二
年
千
葉
市
内
の
今
は

亡
き
叔
父
宅
に
居
候
中
、
そ
の
年
の

夏
日
曜
日
、
叔
父
夫
妻
と
「
お
せ
ん

こ
ろ
が
し(

勝
浦)

と
鯛
の
浦(

天
津
小

湊)

」
へ
電
車
と
バ
ス
で
日
帰
り
見
物

が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。 

 

当
時
房
総
景
勝
地
「
お
せ
ん
こ
ろ

が
し
・
日
蓮
上
人
の
三
奇
瑞
」
な
ど

知
る
由
も
な
い
の
で
ガ
イ
ド
さ
ん
の

案
内
も
正
直
物
見
遊
山
、
う
わ
の
空

で
聞
い
て
い
た
の
で
唯
一
の
思
い
出

は
、
広
々
と
し
た
大
海
原
と
鯛
の
浦

遊
覧
船
で
舟
の
周
り
に
「
大
量
の

赤
・
黒
大
小
の
鯛
の
群
れ
が
餌
に
群

が
り
、
海
が
真
っ
黒
に
な
っ
た
こ

と
」
「
勇
壮
な
誕
生
寺
本
堂
と
土
産

物
店
の
賑
や
か
売
り
子
の
声
に
誘
わ

れ
つ
い
買
っ
て
食
べ
た
鯛
煎
餅
の

味
」
な
ど
今
で
も
強
烈
に
記
憶
し
て

い
る
程
度
で
あ
っ
た
。
退
職
後
数
回

観
光
で
訪
ね
最
近
は
一
昨
年
七
月
半

ば
仲
間
七
人
と
出
か
け
た
が
、
泳
ぐ

鯛
は
小
さ
く
な
り
観
光
客
は
少
な
く

寂
し
い
感
が
否
め
な
か
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 

～
残
念
至
極
候
也
～ 

二
、
館
山
那
古
浜
の
課
外
居
候
生
活 

 

一
度
目
の
転
勤
は
昭
和
三
十
七
年
九

月
幕
張
か
ら
館
山
市
を
拠
点
に
受
け

持
ち
区
域
は
安
房
郡
一
円
で
あ
る
。

下
宿
は
海
沿
い
の
那
古
浜
の
蔵
屋

敷
、
社
宅
は
な
い
の
で
先
輩
が
五
、

六
人
の
中
に
潜
り
込
む
生
活
と
な
り

結
果
的
に
は
二
年
間
そ
の
蔵
屋
敷
生

活
と
な
る
。
今
は
亡
き
大
家
さ
ん
ご

夫
妻(
仮
名
釜
屋
徳
太
郎
・
梅
子
夫

妻)

に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
、
多
大

な
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。 

(

失
礼
重
々
承
知
の
上
伏
し
て
御
礼
申

し
上
げ
候) 

こ
こ
は
、
前
は
海
那
小

浜(

鏡
ケ
浦)

、
後
ろ
は
山
古
刹
那
古
寺

(

坂
東
三
十
三
寺
の
結
願
寺)

を
背
に
す

る
名
勝
地
、
ま
さ
に
宮
城
県
民
謡

「
大
漁
唄
い
込
み
」
歌
詞
を
地
で
行

く
土
地
と
ひ
と
晩
で
感
じ
い
っ
て
し

ま
っ
た
。
温
厚
で
酒
好
き
な
い
つ
も

ニ
コ
ニ
コ
の
大
家
さ
ん
、
お
お
ら
か

な
奥
様
、
週
末
と
休
日
に
は
決
ま
っ

て
蔵
前
に
筵
を
敷
き
皆
車
座
と
な
り

「
冷
酒(

甲
子)

コ
ッ
プ
一
杯
・
釣
り

た
て
の
鱸
ス
ズ
キ
・
イ
カ
の
刺
身
・

焼
き
鳥
二
本
」
で
昔
バ
ナ
シ
に
花
が

咲
く
、
間
も
な
い
時
が
す
ぎ
る
と
、

手
拭
い
・
は
じ
巻
き
に
東
北
生
ま
れ

吾
輩
と
先
輩
二
、
三
か
ら
「
前
は
海

サ
ヨ
ー
後
ろ
は
山
で
・
・
・
」
と
調

子
は
ず
れ
の
民
謡
を
唸
り
な
が
ら
憂

さ
晴
ら
し
を
し
た
日
々
の
二
年
間

は
、
流
浪
の
人
生
で
最
高
の
時
を
過

ご
し
た
。
従
っ
て
こ
の
頃
は
「
郷
土

の
歴
史
観
」
な
ど
ゼ
ロ
で
論
外
の
外

で
あ
っ
た
。(

漁
師
は
い
つ
も
な
ぜ

「
は
じ
巻
き
」
を
す
る
か
、
そ
の
意

味
を
教
え
て
く
れ
た) 

三
、
那
古
観
音
・
地
元
檀
家 

と
の
出
会
い 

 

晴
天
の
日
は
週
一
ぐ
ら
い
那
古
山

の
境
内
と
坂
道
を
駆
け
回
り
、
終
わ

れ
ば
れ
ば
真
下
の
「
小
倉
食
堂
」
で

食
事
し
て
帰
る
日
課
で
あ
っ
た
が
、



 

 

4 

 

何
に
ち
か
繰
り
返
し
し
て
い
る
う
ち

に
い
つ
も
境
内
を
掃
除
し
て
い
る
地

元
の
古
老
に
出
会
う
。
お
寺
の
話
を

聞
く
う
ち
に
那
古
船
形
の
元
漁
師
の

檀
家
さ
ん
と
知
り
以
後
郷
土
史
的
な

話
題
を
聞
か
せ
て
貰
っ
た
。 

(

昭
和
三
十
八
年
五
月
記 ) 

古
老
と
は
数
回
那
古
山
下
の
食
堂

で
食
事
を
共
に
し
た
が
、
こ
の
出
会

が
八
月
那
古
寺
縁
日
の
稚
児
行
列
に

一
回
だ
け
参
加
し
た
の
が
良
き
思
い

出
と
な
っ
た
。(

余
談)

食
事
代
は

「
一
ヶ
月
つ
け
・
あ
る
時
払
い
の
催

促
な
し
」
な
の
で
当
時
の
下
宿
人

は
、
皆
女
将
さ
ん
に
は
大
変
お
世
話

に
な
り
今
が
あ
る
こ
と
に
心
か
ら 

感
謝
し
て
い
る
。 

四
、
私
の
信
条
と
郷
土
史
観
の 

目
覚
め(

私
記
に
見
る
メ
モ) 

 

物
置
か
ら
埃
だ
ら
け
の
書
類
の
中

か
ら
取
り
出
し
た
何
冊
か
の
手
帳
と

日
記
帳
を
懐
か
し
く
め
く
何
冊
か
の

五
行
日
記
の
表
紙
裏
に
記
し
て
い
る

次
の
言
葉
書
き
が
何
度
か
で
て
く
る

が
転
勤
時
と
新
年
の
記
入
が
多
い
。 

・
「
土
地(

人)

に
歴
史
あ
り
❘
忠
恕

の
心
忘
れ
る
こ
と
勿
れ
」 

 
(

予
科
練
出
身
の
教
官
昭
和
三
十
五

年
十
一
月
記) 

・
「
郷
に
入
っ
て
は
郷
に
従
え
」
❘ 

 
 

(

入
郷
而
従
郷
、
入
俗
而
隋
俗
・

中
国
禅
宗(

五
灯
会
元
の
句) 

・
「
原
点
回
帰
」
を
忘
れ
る
こ
と 

な
か
れ 

こ
の
こ
と
は
、
個
々
別
々
の
年
に
時

折
記
入
し
て
あ
り
お
そ
ら
く
思
い
出

し
た
時
の
メ
モ
で
あ
る
。
大
兄
諸
氏

に
は
、
ど
な
た
も
ご
存
知
の
と
お
り

言
わ
ば
渡
る
世
間
の
処
世
術
は
人
そ

れ
ぞ
れ
で
あ
る
が
、
以
下
に
記
し
た

尤
も
ら
し
い
歴
史
観
は
さ
て
お
き
、

今
に
な
り
振
り
返
っ
て
み
る
と 

三

十
才
近
く
に
な
っ
て
人
と
の
良
好
な

関
係
な
く
し
て
は
仕
事
は
う
ま
く
回

ら
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
以
後
私
の

人
生
の
行
動
指
針(
信
条)

と
な
っ
た
か

と
思
う
。 

そ
し
て
郷
土
史
ゼ
ロ
の
私
は
時
を

経
て
歴
史
に
目
覚
め
、
縁
も
ゆ
か
り

も
な
い
土
地
に
転
勤
し
、
そ
の
土
地

と
人
を
知
る
こ
と
の
大
切
さ
の
手
っ

取
り
早
い
近
道
の
一
歩
は
「
一
日
一

寺
一
神
社
巡
り
」
か
ら
と
心
し
て
時

間
を
み
つ
け
て
は
近
く
の
寺
社
か
ら

出
か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

こ
れ
が
私
の
放
浪
の
は
じ
ま
り
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
転
々
流
浪

の
旅
で
結
果
と
し
て
、
ど
の
土
地
・

地
域
で
も
半
年
程
で
数
か
所
の
寺
へ

の
近
道
を
知
り
住
職
さ
ん
や
神
主
さ

ん
と
の
縁
が
で
き
、
そ
の
「
寺
社
の

由
緒
・
檀
家
・
村
の
総
代
の
苦
労
ば

な
し
等
々
」
自
然
に
そ
の
土
地
風

土
・
人
の
成
り
立
ち
、
生
き
様
を
教

え
て
い
た
だ
き
仕
事
上
私
の
極
め
て

重
要
な
生
活
パ
タ
ー
ン
と
な
り
、
お

蔭
で
各
地
方
で
の
仕
事
は
特
に
二
度

目
の
房
総
安
房
郡
で
の
仕
事
は
ス
ム

ー
ズ
で
あ
っ
た
と
感
謝
し
て
い
る
。 

 

五
、
祭
り
の
力
は
無
限
」
を
知
る
。 

鎮
守
の
祭
り
は
「
土
地
の
歴
史
の
縮

図
な
り
」
と
心
得
た
り
。
現
代
の
し

が
ら
み
を
外
し
「
原
点
立
ち
返
ら
せ

る
神
の
力(

原
点
回
帰)

」
で
あ
る
。 

 

市
町
村
の
行
事
特
に
村
落
の
年
一

回
め
ぐ
っ
て
く
る
「
祭
り
年
番
」
は

大
変
な
準
備
と
人
手
不
足
に
悩
む
。

よ
そ
者
の
わ
た
し
は
、
出
来
る
だ
け

出
か
け
て
参
加
す
る
こ
と
を
心
掛
け

た
。
「
祭
り
」
は
、
地
域
大
人
子
供

を
問
わ
ず
参
加
す
る
事
に
意
義
が
あ

り
、
地
域
の
連
帯
・
協
調
性
❘
団
結

力
❘
統
率
力
等
諸
々
助
長
す
る
「
生

き
た
社
会
教
育
・
学
校
教
育
の
原

点
」
が
あ
る
。
ぜ
ひ
一
年
一
度
巡
り

来
る
村
の
「
鎮
守
の
祭
り
」
に
参
加

し
、
ふ
る
さ
と
意
識
の
高
揚
を
図
っ

て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。 

 

因
み
に
後
記
し
た
「
二
宮
七
年
祭

(

昭
和
五
十
四
年
十
一
月 

)

九
神
社
十

日
間
」
「
日
枝
神
社
・
白
間
津
の
オ

オ
マ
チ(

大
祭)(

平
成
七
年
七
月)

」(

重

要
無
形
文
化
財
指
定)

ま
た
「
第
一
回

八
千
代
ふ
る
さ
と
祭
り(

昭
和
五
十
四

年
八
月
八
千
代
台
駅
前)

」
に
た
ま
た

ま
参
加
す
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
い

ず
れ
の
祭
り
も
事
故
な
く
無
事
に
終

わ
り
、
市
と
実
行
委
員
会
は
安
堵
し

た
。
時
に
祭
り
の
前
後
は
、
習
志
野

高
校
が
甲
子
園
大
会
出
場(

昭
和
五
十

五
年
夏)

な
ど
と
も
重
な
り
晴
れ
や
か

な
行
事
が
読
い
て
街
と
周
辺
は
お
お

い
に
盛
り
上
が
っ
た
こ
と
が
懐
か
し

い
思
い
出
で
あ
る
。 

 

思
う
に
今
年
は
残
念
な
こ
と
に
昨

年
同
様
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止

策
で
各
神
社
の
「
祭
り
」
は
中
止
の

と
こ
ろ
が
多
い
と
聞
く
が
、
知
恵
を

絞
り
な
が
ら
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
貰

い
た
い
と
思
う
日
々
で
あ
る
。 

第
二 

房
総
半
島
の
地
名
の
由
来 

 
 
 

(

簡
記
❘
諸
説
あ
る) 

 

房
総
半
島
は
、
次
の
と
お
り
日
本

の
歴
史
上
政
治
・
経
済
上
重
要
な
位

置
付
け
に
あ
り
、
立
地
上
特
に
古
代
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東
海
道
時
代(

奈
良
朝
期)

は
、
朝
廷

と
公
家
の
保
養
地
的
荘
園(

荘
・
郷)

で
あ
り
、
武
士
団
が
形
成
さ
れ
る
院

政
期
ま
で
に
は
、
「
房
総
三
国
の
中

世
期
的
な
荘
園
は
、
上
総
国
十
五
ヶ

所
・
安
房
国
七
ヶ
所
・
下
総
国
三
十

ヶ
所
程
度
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
成
立

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が

「
平
忠
常
」
の
子
孫
で
両
総
平
氏
と

呼
ば
れ
る
桓
武
天
皇
の
一
族
で
あ

る
。 

 

千
葉
氏
一
族
が
全
国
的
に
活
躍
す

る
中
世
期(

鎌
倉
時
代
❘
室
町
時
代)

に
お
け
る
武
士
団
か
ら
は
、
「
喉
か

ら
手
が
出
る
ほ
ど
の
肥
沃
な
土
地
」

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 

（
参
考 

千
葉
県
の
歴
史
百
話 

川
名
登
氏
著
） 

 

（
一
） 

「
千
葉
と
総
」
に
つ
い
て 

千
葉
の
地
名
は
「
多
く
の
葉
が
繁

茂
す
る
」
意
で
草
木
が
生
い
茂
る
原

野
で
土
地
の
繁
栄
を
願
っ
て
の
地
名

と
の
説
が
有
力
、
平
安
後
期
、
千
葉

郡
の
千
葉
郷
を
基
礎
に
し
て
皇
室
領

の
大
荘
園
「
千
葉
荘
」
が
成
立
、
こ

の
荘
を
本
拠
に
房
総
平
氏
一
族
が
千

葉
の
苗
字
と
し
現
代
に
い
た
っ
て
い

る
。
最
も
古
く
み
え
る
の
は
「
万
葉

集
巻
二
十
」
天
平
勝
宝
七
年(

７
５
５

年)

千
葉
郡
出
身
の
防
人
太
田
部
足
人 

の
一
首
で
あ
る
。
「
千
葉
野
の
児
手

柏
の
含
ま
れ
ど
あ
や
に
か
な
し
み
置

き
て
高
来
ぬ
」
ま
た
「
古
事
記
」

「
日
本
書
紀
」
に
は
、
応
神
天
皇
の

国
見
の
歌
と
し
て
「
千
葉
の
葛
野
の

を
見
れ
ば
百
千
足
る
家
庭
も
見
ゆ
国

の
秀
も
見
ゆ
」
を
の
せ
て
い
る
。 
 
 

「
千
葉
の
」
と
は
数
多
く
の
葉
の
意

味
で
、
葛
の
葉
が
よ
く
繁
茂
す
る
と

こ
ろ
か
ら
葛
の
枕
詞
と
し
て
用
い
ら

れ
た
。 

 
(

江
戸
時
代
前
期
の 

国
学
者
契
沖) 

 

（
二
） 

「
総
の
国
」
と 

「
安
房
の
国
」
と
は 

 

上
総
・
下
総
両
国
は
、
も
と
「
総

の
国
」
と
し
て
朝
廷
あ
ら
把
握
さ
れ

て
い
た
が
、
奈
良
時
代
の
養
老
二
年

(

７
１
８
年)

上
総
か
ら
安
房
が
独
立

房
総
三
国
が
成
立
す
る
。
国
名
は
、

「
古
語
拾
遺
」
に
は
平
安
初
期
、 

忌
部
氏
の
祖
天
富
命
が
阿
波
の
斎
部

の
一
部
を
率
い
て
東
国
へ
大
移
動
し

麻
を
栽
培
し
て
成
功
し
た
肥
沃
な
地

が
「
総
の
国
」
で
斎
部
の
居
住
地
を

阿
波
の
名
を
と
り
安
房
国
と 

名
付
け
た
。 

 

ま
た
「
房
」
も
「
総
」
も
と
も
に

花
や
実
な
ど
が
茎
や
枝
に
む
ら
が
り

つ
き
、
垂
れ
下
が
る
よ
う
な
状
態
を

示
す
古
語
の
「
ふ
さ
」
に
あ
て
る
字

で
あ
る
か
ら
房
総
三
国
は
、
麻
や
栗

な
ど
の
物
産
豊
か
な
地
か
あ
る
い
は

豊
作
を
祈
っ
て
の
国
名
で
そ
の
点
で

は
奇
し
く
も
千
葉
と
同
じ
趣
旨
の
命

名
で
あ
っ
た
。 

(

参
考 

県
史
⑫
千
葉
県
の
歴
史 

 

石
井
進
一 

宇
野
俊
一
編) 

 

（
三
）
放
浪
の
旅(

寺
社
巡
り
❘ 

転
勤
二
度
目
を
含
む)

で 

感
じ
た
南
房
総 

 

房
総
三
国
は
、
神
社
仏
閣
が
思
い

の
ほ
か
数
多
く
あ
る
中
で
安
房
郡(

安

房
国)

は
、
奈
良
時
代(

大
和
朝
廷)

や

平
安
時
代
に
中
央
政
権
に
ま
つ
わ
る

古
い
寺
社
が
多
い
、
反
面
千
葉
氏
に

か
か
わ
る
歴
史
的
伝
承
は
、
ま
た
鎌

倉
時
代
以
降
の
「
頼
朝
伝
・
足
跡
」

の
風
習
や
お
寺
の
供
養
祭
、
神
社
の

祭
り
な
ど
は
、
今
な
お
地
元
住
民
の

生
活
に
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。 

し
か
し
「
千
葉
氏
」
に
直
接
関
わ
る

寺
社
は
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
中

で
も
古
文
書
」
な
ど
は
意
外
に
少
な

く
感
じ
ら
れ
た
が
、
時
の
時
代
か
ら

や
む
を
得
な
い
の
か
、
今
後
の
先
生

方
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。 

小
生
勉
強
不
足
反
省
し
き
り 

 

参
考
～
千
葉
県
の
寺
社
数(

総
数
は

全
国
６
位) 

寺
院
３
０
０
５(

４

位)

・
神
社
３
１
８
９(

６
位) 

(

令
和
２
年
１
２
月
末 

現
在
文
化
庁
宗
教
統
計
調
査) 

 
 

（
四
）
房
総
ぶ
ら
り
旅
に
推
薦
し
た

い
寺
社
十(

南
房
総
放
浪
編
の
み)  

ど
こ
の
土
地
に
も
有
名
無
名
を
問
わ

ず
、
歴
史
の
重
さ
を
背
負
っ
て
い
る

寺
社
仏
閣
沢
山
あ
る
。
と
か
く
素
通

り
し
が
ち
な
寺
社
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
が
、
こ
れ
ま
で
の
寺
社
巡
り
を
と

お
し
て
住
職
や
宮
司
さ
ん
の
は
な
し

を
拝
聴
す
る
と
、
今
な
お
歴
史
と
伝

統
を
背
負
っ
て
「
郷
・
住
民
の
為
」

に
必
死
で
継
承
に
努
力
し
て
い
る
寺

社
が
ほ
と
ん
ど
で
、
行
政
上
の
組
織

的
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
の
強
化
と
更

な
る
伝
統
文
化
の
継
承
意
識
の
向
上

が
必
至
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

そ
こ
で
次
に
載
せ
た
五
つ
の
寺
社

は
、
千
葉
県
下
数
あ
る
中
で
安
房
郡

に
も
奈
良
時
代
か
ら
江
戸
時
代
前
期

ま
で
千
葉
氏
に
関
わ
る
由
緒
あ
る
寺

社
が
あ
る
、
前
に
も
触
れ
た
が
、
会
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員
の
皆
さ
ん
に
は
釈
迦
に
説
法
、
理

屈
抜
き
で
是
非
現
地
を
実
査
し
て
ほ

し
い
の
で
老
婆
心
な
が
ら
紹
介
し
ま

す
。(

五
行
日
記
・
メ
モ
帳
と
は 

 
 

年
代
等
順
不
同
❘
独
断
と
偏
見) 

 

〇
お
寺 

ご
開
帳
日(
本
尊
仏
・
宝
物

拝
見
❘
講
話
な
ら
平
日
時
間

予
約
が
よ
い) 

・
那
古
寺
～
真
言
宗
智
山
派
、
開
創 

 
 
 
 
 

 

行
基
養
老
元
年(

７
１
７
年)

本
尊

先
手
観
音
菩
薩
、
４
４
代
元
正
天

皇
勅
願
、
坂
東
三
十
三
観
音
の
結

願
寺
・
頼
朝
堂
宇
を
建
立
建
久
年

間(

１
１
９
０-

９
９
年) 

 

里
見
氏
の
帰
衣 

・
大
福
寺(

崖
観
音)

～
真
言
宗
智 

 

山
派
、
開
創
行
基
養
老
元
年(

７
１

７
年)  

本
尊
、
本
尊
十
一
面
観
音

菩
薩 

・
笠
森
寺
～
天
台
宗
、
開
創
最
澄 

 

延
暦
３
年(

７
８
４
年)

・
６
８
代

後
一
条
天
皇
勅
願
、
本
尊
十
一
面

観
音
菩
薩
、
「
観
音
堂
・
６
１
本

の
四
方
懸
造
り
国
宝
建
築
」 

・
安
楽
寺
～
天
台
宗
宝
亀
元
年(

７
７

０-

７
８
０
年) 

開
基
不
思
議
法
師
・
本
尊
虚
空
蔵

菩
薩
、
・
阿
弥
陀
如
来
・
丸
一
族

菩
提
寺
❘
丸
五
郎
俊
信
、
頼
朝
巡

検
を
案
内
❘
頼
朝
丸
御
厨
に
泊 

・
普
門
寺(

正
文
寺)

～
日
蓮
宗 

 

 

聖
観
世
音
菩
薩 

創
建
１
２
世
紀 

 

真
田
氏
頭
領
・
真
田
源
吾
～ 

 

正
木
氏
一
族
菩
提
寺(

三
浦
道
寸 

 

正
木
邦
時
❘
時
忠
❘
頼
忠
❘
時
通 

 
 

 

の
墓)  

頼
忠
の
娘
「
於
萬
之
方
・ 

 

養
珠
院
❘
家
康
側
室
・
紀
伊
❘ 

 

頼
宣
・
水
戸
❘
頼
房
の
母
」 

 
〇
神
社 

祭
り
・
縁
日
が
よ
い 

・
鶴
谷
八
幡
～(

館
山
・
頼
朝
❘
戦
勝 

 

祈
願
❘
例
大
祭
９
月) 

  

創
建
平
安
時
代
初
期
上
総
国
府(

三 
 
 
 

 

芳
村)

府
中
安
房
国
総
社
・
安
西
八 

 

幡
宮(

康
応
２
年
代
頃
遷
座
・
１
３

９
０
年)

 

・
鶴
谷
八
幡
宮
と
改
称

(

昭
和
５
１
年
・
１
９
７
６
年
） 

・
洲
崎
明
神
～(

館
山
・
例
大
祭
８
月 

 

 

・
安
房
国
一
宮
❘
頼
朝
❘
戦
勝 

 

祈
願) 

創
建 

神
武
天
皇
年
間 

 

大
同
２
年)(

８
０
７
年)

御
手
洗
山

中
に
あ
り 

・
主
祭
神 

天
比
理 

 

乃
咩
命
❘
安
房
国
一
宮
・
頼
朝 

 

源
氏
再
起
祈
願 

・
高
家(

タ
カ
ベ)

神
社
～
祭
神 

 

盤
鹿
六
雁
命(

高
倍
神)

日
本
唯
一 

料
理
人
の
神
❘
千
倉
・
四
条
流 

 

包
丁
式
５
８
代
光
孝
天
皇(

５
月 

 

１
０
月
１
１
月)

❘
包
丁
供
養(

包

丁
塚)

 

・
日
枝
神
社
～
祭
神 

大
山
昨
命 

 

創
建 

延
喜
元
年(

９
０
１
年)

～

前
記
に
簡
記 

(

千
倉
・
白
間
津
大

祭(

オ
オ
マ
チ)

祭
り
～
約
１
０
０

０
年
前
か
ら
伝
わ
る)

４
年
に
一
度

５
０
日
間
❘
本
祭
７
月
・
３
日
間

～
国
重
要
無
形
文
化
財
平
成
４
年

３
月
１
１
日 

・
賀
茂
神
社
～
祭
神 

賀
茂
別
雷
命 

 

神
殿
造
営
❘
和
銅
５
年(

７
１
２

年)

・
本
殿
創
建
天
正
２
年(

１
５

７
４
年)

～
賀
茂
神
社
略
縁
起 

(

丸
山
・
大
火
祭
１
２
月
末
・ 

八
朔
花
踊
り
毎
年
８
月
初
旬
～ 

昭
和
３
８
年
５
月
４
日
県
指
定) 

 
 
 
 

お
わ
り
に 

 

千
葉
氏
一
族
の
歴
史
を
た
ど
る
と

き
、
鎌
倉
幕
府
開
府
に
多
大
な
功
労

と
名
を
は
せ
、
そ
の
功
労
に
よ
り
房

総
半
島
を
中
心
に
北
は
陸
奥
一
帯
、

南
は
薩
摩
に
い
た
る
ま
で
全
国
二
十

数
か
所
の
広
大
な
所
領
を
獲
得
し
、

成
立
か
ら
滅
亡
ま
で
、
約
５
０
０
年

に
わ
た
っ
て
同
一
の
地
域
を
支
配

し
、
地
域
の
政
治
経
済
文
化
の
発
展

に
大
き
く
寄
与
し
て
き
た
。
特
に
同

一
の
所
領
を
同
一
の
武
士
団
が
五
世

紀
以
上
も
支
配
す
る
例
は
、
全
国
的

に
も
き
わ
め
て
珍
し
い
。
そ
し
て
今

な
お
全
国
都
道
府
県
の
中
で
唯
一
単

一
武
士
団
「
千
葉
氏
」
の
県
名
が
あ

り
、
そ
の
末
裔
「
千
葉
さ
ん
」
が
全

国
各
地
に
約
１
９
万
１
０
０
０
人(

全

国
性
別
順
位
９
１
位)

お
り
、
各
方
面

で
活
躍
し
て
い
る
こ
と
は
皆
さ
ん
も

ご
承
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
小
田

原
合
戦(

天
正
１
８
年
❘
１
５
９
０

年)

後
北
条
氏
と
共
に
「
千
葉
一
族 

滅
亡
」
は
い
か
に
も
残
念
で
な
ら
な

い
、
千
葉
に
「
千
葉
幕
府(

時
代)

」 

頼
朝
と
並
ぶ
「
千
葉
常
胤
公
の
墓
」

な
ど
あ
っ
た
と
し
た
ら
こ
の
房
総
三

国
の
今
は
・
・
・
と
思
う
の
は
妄
想

の
域
を
出
な
い
が
、
生
産
力
の
な
い

年
寄
り
の
ひ
が
み
か
・
・
・
？ 

「
千
葉
氏
を
語
る
会
」
会
員
諸
兄
の

皆
さ
ん
は
如
何
？
ま
た
駄
弁
を
零
し

て
し
ま
っ
た
。
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。 

編
集
後
記 

 

編
集
子 

大
変
遅
く
な
り
ま
し
た
が
、
会
報

十
二
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
回

号
で
は
、
第
七
回
総
会
を
特
集
し

ま
し
た
。
今
後
と
も
会
員
皆
様
の

御
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

 


