
戦
こ
そ
一
族
繁
栄
の
道

治
承
四
年
十
一月
二
十
六
日

（
１
１
８
０
年
）
年
老
い
た
女
が

頼
朝
の
元
に
やって
き
た
。
こ
の

ま
ま
だ
と
愛
息
瀧た

き

口ぐ
ち
の

三さ
ぶ

郎ろ
う

経つ
ね

俊と
し

が
斬
首
さ
れ
る
と
聞
い
た
か
ら
で

あ
る
。
老
母
は
瀧
口
家
が
代
々

頼
朝
の
家
系
に
仕
え
忠
義
を
尽

く
し
て
き
た
こ
と
、
特
に
平
治
の

乱（
１
１
６
０
年
）で
は
頼
朝
の
父
、

源み
な
も
と
の

義よ
し

朝と
も

に
味
方
し
て
討
ち
死
に

し
た
身
内
ま
で
が
い
た
こ
と
。
経

俊
が
石
橋
山
合
戦
で
平
家
方
につ

い
た
の
は
形
だ
け
の
こ
と
で
、
敵

だった
者
の
ほ
と
ん
ど
が
後
に
許

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
切
々
と

訴
え
、
泣
き
な
が
ら
息
子
の
命

乞
い
を
し
た
。　
　

頼
朝
は
老
母
の
話
を
静
か
に

聞
い
て
い
た
が
、
や
が
て一つの
唐か

ら

櫃び
つ

を
持って
こ
さ
せ
た
。
中
に
は

鎧よ
ろ
いが
入
って
い
る
。
し
か
し
そ
の

袖
に
は
一
本
の
矢
が
刺
さって
い

た
…
…
「
こ
れ
は
石
橋
山
合
戦

で
矢
を
受
け
た
私
の
鎧
で
あ
る
」

と
頼
朝
は
語った
。
そ
し
て
「
瀧

口
三
郎
藤
原
経
俊
」
と
鮮
や
か

に
そ
の
名
が
書
か
れ
て
い
た
矢
を

老
母
に
見
せ
た
の
で
あ
る
。
我

が
子
が
頼
朝
の
命
を
狙った
明
白

な
証
拠
が
そ
こ
に
あった
。
老
母

は
寂
し
く
首
を
う
な
垂
れ
て
帰っ

て
いった
。

老
母
の
嘆
き
に
心
を
動
か
さ

れ
た
頼
朝
は
、
そ
の
後
、
瀧
口

家
の
こ
れ
ま
で
の
功
労
を
考
慮
し

経
俊
の
死
罪
を
免
じ
た
と
い
う
。

さ
て
、
こ
の
記
事
で
面
白
い
の

は
矢
に
名
前
が
書
い
て
あ
った
こ

と
だ
。
武
士
の
訓
練
は
「
弓
馬

の
道
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
主

力
武
器
は
弓
で
あった
。
こ
の
合

戦
で
頼
朝
方
が
敗
れ
て
い
た
と
し

た
ら
、
頼
朝
に
矢
を
立
て
た
経

俊
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
恩
賞

わ
た
る
悲
願
で
も
あった
。

千
葉
介
常
胤
や
上か

ず

総さ
の

介す
け

広ひ
ろ

常つ
ね

、

あ
る
い
は
三み

浦う
ら

義よ
し

澄ず
み

、
北ほ

う

条じ
ょ
う

時と
き

政ま
さ

な
ど
と
いった
有
力
武
士
の
助

言
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
数
多
く

の
武
士
の
願
い
が
原
動
力
で
あ
っ

た
こ
と
はい
う
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
に
よって
日
本
の
歴
史
は

大
き
く
変
わってい
く
の
で
あ
る
。

が
与
え
ら
れ
てい
た
は
ず
だ
。
そ

う
し
た
時
の
証
拠
に
な
る
よ
う
に

武
士
は
自
分
の
矢
に
名
前
を
書
い

て
戦
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。

鏑や

流ぶ

馬さ
め

や
犬い

ぬ

追お
う

物も
の

と
いった
弓

馬
の
道
に
長た

け
る
の
は
も
ち
ろ
ん

だ
が
、
戦
に
お
い
て
は
誰
よ
り
も

目
立
つこ
と
が
大
切
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
源
義
経
が
着
用
し
て
い

た
赤あ

か

糸い
と

縅お
ど
し
の

鎧よ
ろ
いの
よ
う
に
黄
・
緑
・

紫
・
紺
地
と
金
色
に
輝
く
留
め

金
と
、
豪
華
絢
爛
な
の
が
こ
の

時
代
の
甲
冑
の
特
徴
で
も
あ
る
。

実
用
性
以
上
に
戦
争
衣
装
と
し

て
の
意
味
合
い
を
持
って
い
た
の

だ
。
が
、
そ
れ
も
こ
れ
も
活
躍

ぶ
り
を
味
方
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

た
め
で
あ
って
、
一
番
の
戦
功
で

あ
る
先さ

き

駆が

け
も
彼
ら
は
ま
ず
証

人
を
立
て
て
か
ら
行った
。
更
に
、

大
き
な
戦
に
は
軍

い
く
さ

奉ぶ

行ぎ
ょ
うが

必
ず
つ

い
て
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
戦
っ
た

か
を
詳
細
に
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
。

と
、
こ
こ
ま
で
書
け
ば
鎌
倉
武

士
が
江
戸
時
代
の
サ
ラ
リ
ーマン

武
士
と
は
「
ち
ょっと
違
う
」
と

い
う
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け

た
と
思
う
。
千ち

葉ば
の

介す
け

常つ
ね

胤た
ね

が
呼

吸
し
てい
た
時
代
の
房
総
地
域
も

こ
う
だった
の
だ
。
彼
ら
も
弓
馬

の
道
に
い
そ
し
み
、
矢
に
は
名
前

を
書
き
、
き
ら
び
や
か
な
甲
冑

を
身
に
ま
と
い
、
領
地
を
守
り
、

一族
の
繁
栄
を
背
負
って
戦
に
臨

ん
だ
の
で
あ
る
。

荘
園
と
武
士

当
時
の
荘
園
分
布
を
見
る
と

千ち

葉ば
の

庄し
ょ
うと
か
萱か

や

田た
の

厨く
り
や、
負お

う

野の
の

牧ま
き

、

大お
お

須す
か
の

賀の

保ほ
う

を
は
じ
め
と
し
て
開

墾
さ
れ
た
土
地
の
大
部
分
は
荘

園
と
な
っ
て
い
て
、
相
続
や
権

利
、
そ
れ
に
境
界
を
め
ぐ
って
の

い
ざ
こ
ざ
が
絶
え
な
かった
。
ち

な
み
に
、
厨く

り
や

と
は
伊
勢
神
宮
な

ど
の
力
を
持
つ
神
社
に
寄
進
さ
れ

た
荘
園
の
こ
と
で
、
牧ま

き

と
は
馬
を

生
産
す
る
牧
場
の
こ
と
。
保ほ

う

は

国
司
の
勢
力
下
に
あ
る
荘
園
で

国こ
く

衙が

と
言
わ
れ
る
公
の
組
織
に

属
し
た
。
庄
も
厨
も
牧
も
保
も

こ
れ
ら
の
大
部
分
は
土
地
に
根
付

い
た
豪
族
達
が
開
墾
し
広
げ
た

土
地
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
京
都
や
奈
良
の
権け

ん

門も
ん

勢せ
い

家か

に
差
し
出
す
そ
の
理
由
は
、
名

義
上
の
持
ち
主
の
特
権
と
威
光

に
よって
生
き
残
ろ
う
と
す
る
涙

ぐ
ま
し
い
彼
ら
の
知
恵
な
の
で
あ

る
。
し
た
がって
寄
進
先
が
落
ち

ぶ
れ
る
と
更
に
そ
の
上
に
有
力
者

の
名
前
が
連
な
る
と
い
う
こ
と
も

ご
く
普
通
に
あった
。

絵
図
な
ど
で
屋
敷
の
門
前
に

髭
面
の
武
士
が
た
む
ろ
し
て
い
る

場
面
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
こ
そ
が
地
方
豪
族
が
領
主
に

仕
え
た
証
だ
。
身
分
の
低
かった

当
時
の
武
士
は
都
へ
出
て
、
貴
族

や
皇
族
と
いった
領
主
の
た
め
に

館
の
警
護
に
あ
たった
。
更
に
皇

居
や
院
の
警
護
も
あ
り
、こ
れ
ら

は
大お

お

番ば
ん

役や
く

と
呼
ば
れ
武
士
の
義

務
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
安
房

や
上
総
、
そ
れ
に
下
総
の
豪
族

達
も
、
律
令
と
い
う
朝
廷
や
貴

族
の
た
め
に
作
ら
れ
た
仕
組
み
の

中
で
、
自
ら
の
利
益
を
権
門
勢

家
に
差
し
出
し
、
そ
の
上
更
に
こ

う
し
た
役
務
に
も
耐
え
て
き
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
頼
朝
の

登
場
は
そ
の
状
況
を
大
き
く
変

え
た
。

地
位
向
上
の
た
め
に

鎌
倉
に
出
来
た
武
士
の
政
権

は
武
士
の
権
利
を
守
る
こ
と
を

第
一
義
と
し
て
い
た
。
問も

ん

注ち
ゅ
う

所じ
ょ

を
作
った
の
も
そ
の
た
め
で
、
そ

れ
ま
で
力
関
係
で
解
決
さ
れ
て

き
た
土
地
や
相
続
の
問
題
が「
裁

判
」
と
い
う
公
正
な
手
段
で
解

決
さ
れ
る
よ
う
に
なった
。
無
駄

な
血
を
流
さ
な
い
で
済
む
こ
と
に

なった
御
家
人
た
ち
は
大
い
に
こ

れ
を
喜
び
、
頼
朝
の
公
平
で
公

正
な
姿
勢
に
尊
崇
の
念
と
親
し

み
を
込
め
て
「
鎌
倉
殿
」
と
呼

ん
だ
。
更
に
頼
朝
は
朝
廷
に
迫

り
そ
れ
ま
で
3
年
間
と
い
う
長

き
に
わ
たって
課
せ
ら
れ
た
大
番

役
を
半
年
に
軽
減
さ
せ
た
。
こ

う
し
た
政
策
や
朝
廷
に
対
す
る

要
求
は
関
東
武
士
団
の
長
年
に

頼朝が再興を祈願した洲崎神社
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「
や
あ
や
あ
我
こ
そ
は
…
…
」
の
名
乗
り
は
勇
猛
果
敢
な
鎌
倉
武
士
の
代
名
詞
に
も
な
っ
て

い
る
が
、
実
は
こ
れ
を
や
ら
な
い
と
あ
と
で
困
る
。勝
っ
た
方
は
討
ち
取
っ
た
首
の
髪
に
名
札
を

つ
け
、
化
粧
を
し
て
棟と

う
り
ょ
う梁の
前
に
差
し
出
し
た
。こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
首く

び
じ
っ
け
ん

実
検
で
、
倒
し
た
相
手

の
身
分
や
立
場
に
よ
っ
て
恩
賞
の
多
寡
が
大
い
に
か
わ
る
。名
札
を
つ
け
る
余
裕
が
な
い
と
き
に

は
直
接
顔
に
名
前
を
書
い
た
と
い
う
。

こ
れ
以
外
に
も
「
お
や
？
」
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。鎌
倉
時
代
の
第
一
級
史
料
で
あ
る

吾あ
ず
ま
か
が
み

妻
鏡
に
面
白
い
記
述
が
あ
る
の
で
紹
介
し
よ
う
。

「
房
総
」

を

生
ん
だ

地
②

千
葉
介
常
胤

武
士
団
を
動
か
し
て
い
た
も
の

協賛

「
探
し
て
み
よ
う
近
く
の
荘
園
」

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に

あ
っ
た
安
房
・
上
総
・
下
総
三
国
の

荘
園
で
す
。
現
在
で
は
、
地
名
や
漢

字
が
変
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
れ

に
他
県
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
が
、
お
住
ま
い
近
く

の
荘
園
を
探
し
て
、
当
時
を
い
ろ
い

ろ
と
想
像
し
て
み
て
下
さ
い
。

【
安
房
】

白
浜
牧
・
丸
厨
・
群
房
庄
・
鈖
師

牧
・
阿
麻
津
厨
・
東
条
厨

【
上
総
】

武
射
厨
・
新
田
庄
・
藻
原
庄
・
大

野
牧
・
田
代
庄
・
千
町
庄
・
伊
北

庄
・
伊
隅
庄
・
負
野
牧
・
菅
生
庄
・

飫
富
庄
・
新
田
庄
・
畔
蒜
庄
・
天

羽
庄　
（
※
新
田
庄
は
山
辺
郡
と

畔
蒜
郡
の
２
カ
所
に
あ
り
ま
す
。）

【
下
総
】

豊
田
庄
・
長
洲
牧
・
相
馬
厨
・
下

河
辺
庄
・
松
戸
庄
・
葛
西
厨
・
大

結
牧
・
夏
見
厨
・
萱
田
厨
・
八
幡

庄
・
高
津
牧
・
千
葉
庄
・
臼
井
庄
・

大
戸
庄
・
神
崎
庄
・
葛
原
牧
・
大

須
賀
保
・
白
井
庄
・
遠
山
方
御

厨
・
埴
生
庄
・
印
東
庄
・
木
内
庄
・

玉
造
庄
・
北
条
庄
・
千
田
庄
・
匝

瑳
南
条
庄
・
橘
庄
・
立
花
厨
・
海

上
庄
・
三
埼
庄

参
考
資
料
「
荘
園
分
布
図
・
上
巻
」

竹
内
理
三
編　

吉
川
弘
文
館

※
棟
梁
＝
国
や
一
族
、
集
団
の

支
え
と
な
る
指
導
者
の
こ
と
。

※
権
門
勢
家
＝
貴
族
・
皇
族
な

ど
、
免
税
や
治
外
法
権
な
ど

の
特
権
を
持
っ
た
有
力
者
の

こ
と
。

※
御
家
人
＝
将
軍
と
主
従
関
係

を
結
ん
だ
武
士
の
こ
と
。

※
問
注
所
＝
民
事
の
裁
判
所


