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突
然
で
す
が
「
姉
崎
の
歴
史
・
文
化
」
と
い
う
と
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？ 

「
姉
崎
」
の
名
を
冠
し
た
姉
埼
神
社
・
姉
崎
古
墳
群
、
椎
津
城
・
鶴
牧
藩
な
ど
の
史
跡
、 

あ
る
い
は
姉
崎
の
く
ら
し
が
一
変
し
た
海
の
埋
立
て
・
漁
業
権
放
棄
で
し
ょ
う
か
。 

姉
崎
の
歴
史
な
ん
て
思
い
つ
か
な
い
と
い
う
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
盆
踊
り
で
踊
っ
た
「
姉
崎
音
頭
」
の
歌
詞
「
椎
津
の
山
は
昔
武
田
の
城
の
跡
」
っ
て
な
に
？ 

「
こ
う
し
五
郎
、
ぎ
ぼ
く
の
市
兵
衛
」
っ
て
だ
れ
？ 

等
々 

疑
問
を
お
持
ち
の
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。 

姉
崎
に
は
、
縄
文
・
弥
生
時
代
の
遺
跡
、
姉
崎
古
墳
群
、
平
安
時
代
か
ら
の
姉
埼
神
社
、 

多
く
の
頼
朝
伝
説
、
市
原
の
戦
国
時
代
を
代
表
す
る
椎
津
城
、
徳
川
家
康
の
孫
が
治
め
た
姉
崎
藩
、 

市
内
で
唯
一
廃
藩
置
県
を
迎
え
た
鶴
牧
藩
、
戦
後
の
高
度
成
長
期
の
臨
海
工
業
地
帯
建
設
・
漁
業 

権
放
棄
、
そ
し
て
現
在
の
少
子
高
齢
化
・
・
・
日
本
史
の
全
て
の
時
代
の
歴
史
・
文
化
が
あ
り
ま
す
。 

ま
さ
に
「
姉
崎
の
歴
史
は
日
本
史
の
縮
図
」
で
す
。 

次
回
か
ら
「
姉
崎
の
あ
ゆ
み
ー
日
本
史
の
中
の
姉
崎―

」
と
題
し
て
日
本
史
の
時
代
区
分
に
姉
崎
の 

出
来
事
を
埋
め
込
み
、
８
回
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

こ
の
連
載
を
通
し
て
冒
頭
の
疑
問
に
答
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

難
し
い
こ
と
は
抜
き
の
初
心
者
向
け
の
入
門
編
で
す
。 

こ
の
連
載
が
、
地
元
の
方
々
が
改
め
て
姉
崎
を
見
直
し
、
新
た
に
姉
崎
の
住
民
と
な
ら
れ
た
方
々
に
は 

姉
崎
を
知
っ
て
頂
く
場
と
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。 

多
く
の
皆
様
が
姉
崎
の
歴
史
・
文
化
を
知
り
、
そ
れ
ら
を
大
切
に
思
い
、
姉
崎
が
好
き
に 

な
る
こ
と
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

ご
一
緒
に
「
姉
崎
の
歴
史
・
文
化
」
を
訪
ね
ま
し
ょ
う
！ 



「
姉

崎
の

あ
ゆ

み
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日
本

史
の

中
の
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そ
の
１ 

縄
文
・
弥
生
時
代
❘
姉
崎
は
ど
こ
を

掘
っ
て
も
遺
跡
に
あ
た
る
❘ 
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房

総

半

島

は

海

底

が

隆

起

し

て

現

在

の

形

に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

海
底
に
蓄
積

さ

れ

た

土

砂

が

層

と

な

り

地

上

に

現

れ

た

も

の
が
地
層
で
す
。 

土
砂
が
海
底
に
積
も
る
と

き
に
当
時
の
環
境
・
生
物
を
取
り
込
ん
で
お
り
、

地

層

を

調

べ

る

こ

と

に

よ

り

当

時

の

様

子

が

分
か
り
ま
す
。 

「
チ
バ
ニ
ア
ン
」
は
地
球
磁

場

が

逆

転

し

た

当

時

を

そ

の

ま

ま

記

憶

し

た

地
層

で
す

。
全

く
知

ら
れ

て
は

い
ま

せ
ん

が

、

我
が
姉
崎
の
名
前
を
冠
し
た
、
地
質
学
会
で
の

正
式

名
称

に
な

っ
て

い
る

地
層

が
あ

り
ま

す

。

「
姉
崎
層
」
が
そ
れ
で
、
昭
和
五
十
二
年
こ
の

姉

崎

層

よ

り

ナ

ウ

マ

ン

ゾ

ウ

の

歯

の

化

石

が

発
見
さ
れ
新
聞
を
に
ぎ
わ
せ
ま
し
た
。 

紀
元
前
一
万
四
千
年
～
前
十
世
紀
・
縄
文
時

代
、
前
十
世
紀
～
後
三
世
紀
中
頃
・
弥
生
時
代

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
諸
説
あ
り
） 

縄
文

は
土

器
の

縄
目(

な
わ

め)

模

様
か

ら
、

弥

生

は

土

器

が

発

見

さ

れ

た

文

京

区

弥

生

町

の
地
名
か
ら
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

縄
文
時

代
は
狩
猟
中
心
の
生
活
で
青
森
・
三
内
丸
山
遺

跡
が
、
弥
生
時
代
は
稲
作
が
始
ま
り
佐
賀
・
吉

野
ケ
里
遺
跡
が
有
名
で
す
。 

姉

崎

に

は

数

多

く

の

こ

の

時

代

の

遺

跡

が

あ

り

、

住

居

跡

・

貝

塚

・

土

器

な

ど

が

発

掘

さ

れ

て

い

ま

す

。

古

老

は

「

土

器

の

破

片

は

ご

ろ

ご

ろ

あ

っ

た

」

と

話

さ
れ
、
「
姉
崎

は

ど

こ

を

掘

っ
て
も
遺
跡
に
ぶ
つ
か
る
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど

で
す
。『
ち
ば
情
報
マ
ッ
プ
（
埋
蔵
文
化
財
包
蔵

地
）
』

で
検

索
す

る
と

遺
跡

の

分

布
が

分
か

り

ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
跡
の
調
査
報
告

書
は
「
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
」
の
サ

イ
ト
か
ら
検
索
で
き
ま
す
。
ご
自
宅
の
近
く
の

遺

跡

を
調

べ
て

み
て

は

い

か
が

で
し

ょ
う

か

。 

椎
津
・
姉
崎
・
畑
木
の
台
地
の
下
ま
で
波
が

打
ち
寄
せ
た
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
台
地

上
に
住
み
、
眼
下
の
海
か
ら
魚
介
・
海
藻
類
を
、

背
後
の
台
地
か
ら
は
動
植
物
を
獲
る
。
古
代
か

ら

姉

崎

は

住

み

良

い

場

所

で

あ

っ

た

よ

う

で

す
。 

貝
塚
か
ら
は
ハ
マ
グ
リ
な
ど
の
貝
類
の

ほ
か
、
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
の
骨
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。 

台
地
上
に
は
現
在
も
貝
塚
が
露
出

し
て
い
る
場
所
が
あ
り
、
当
時
の
貝
殻
や
縄
文

土
器
の
破
片
が
見
ら
れ
ま
す
。 

稲

作

に

よ

り

人

々

は

定

住

生

活

と

な

り

ム

ラ
が
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
ム
ラ
を
統
率
す
る
支

配
者
階
級
が
発
生
し
ま
す
。 

魏
志
倭
人
伝
に

書

か

れ

た

邪

馬

台

国

の

卑

弥

呼

が

そ

の

一

人

で
す
。 

ム

ラ

が

他

の

ム

ラ

を

従

属

さ

せ

徐

々

に

拡

大

し
て
い
き
、
ヤ
マ
ト
王
権
が
成
立
し
ま
す
。
古

墳
時
代
の
幕
開
け
で
す
。 

 

次
回
は
「
古
墳
時
代
❘
姉
崎
古
墳
群
❘
」
で
す
。 

ちば情報マップ (埋蔵文化財 )より姉崎付近  
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前
回
は
『
稲
作
に
よ
り
ム
ラ
が
形
成
さ
れ
、
ム
ラ
を
統
率

す
る
支
配
者
階
級
・
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
ら
が
出
現
し
、
支

配
者
階
級
の
連
合
で
あ
る
ヤ
マ
ト
政
権
が
成
立
し
、
古
墳
時

代
が
幕
を
開
け
ま
す
。』
ま
で
を
お
話
し
し
ま
し
た
。 

ヤ
マ
ト
政
権
は
奈
良
・
三
輪
山
地
域
を
拠
点
と
し
て
お
り
、

こ
の
地
は
仏
教
が
振
興
し
た
飛
鳥
時
代
の
中
心
地
で
あ
り
、

そ
の
後
、
北
部
の
平
城
京
へ
遷
都
し
奈
良
時
代
を
迎
え
、
平

安
京
へ
遷
都
す
る
ま
で
は
奈
良
は
政
治
の
中
心
地
で
し
た
。 

ヤ
マ
ト
政
権
は
独
自
の
墓
制
（
墓
の
形
、
埋
葬
施
設
な
ど
の

画
一
性
）
を
持
ち
、
勢
力
を
拡
大
し
た
地
域
に
こ
の
墓
制
に

よ
る
墓
が
作
ら
れ
た
た
め
、
こ
の
時
代
を
「
古
墳
時
代
」
と

呼
ん
で
い
ま
す
。 

三
輪
山
地
域
の
纏
向
（
ま
き
む
く
）
古
墳
群
は
最
古
の
古

墳
群
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
の
「
箸
墓
（
は
し
は
か
）

古
墳
」
は
「
卑
弥
呼
の
墓
」
と
の
説
も
あ
り
ま
す
。 

こ
の

「
箸
墓
古
墳
」
と
形
が
そ
っ
く
り
の
古
墳
が
市
原
に
あ
り
ま

す
。 

惣
社
に
あ
る
「
神
門
（
ご
う
ど
）
５
号
墳
」
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
市
原
に
ヤ
マ
ト
政
権
に
従
属
す
る
豪
族
が
い

た
こ
と
を
顕
し
て
い
ま
す
。
ま
た
稲
荷
台
１
号
墳
か
ら
は

「
王
賜
」
銘
鉄
剣
が
出
土
し
て
い
ま
す
。 

「
王
」
は
ヤ
マ

ト
政
権
の
首
長
で
あ
り
、
鉄
剣
を
賜
る
ほ
ど
の
勢
力
を
持
っ

て
い
た
豪
族
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

今
富
か
ら
姉
埼
神
社
周
辺
に
多
く
の
古
墳
が
あ
り
「
姉
崎

古
墳
群
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

市
原
市
内
に
は
１
０
０

０
基
を
超
え
る
古
墳
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、「
姉

崎
古
墳
群
」
は
市
内
の
大
型
古
墳
の
半
数
を
包
含
し
、
南
関

東
最
大
級
の
規
模
で
、「
ち
ば
遺
跡
１
０
０
選
」
に
も
選
ば
れ

て
い
ま
す
。 

姉
埼
神
社
周
辺
は
大
型
前
方
後
円
墳
が
密
集
し
て
い
る

地
区
で
あ
り
、
天
神
山
（
て
ん
じ
ん
や
ま
）
古
墳
、
釈
迦
山

（
し
ゃ
か
や
ま
）
古
墳
、
鶴
窪
（
つ
る
く
ぼ
）
古
墳
、
二
子

塚
（
ふ
た
ご
つ
か
）
古
墳
、
堰
頭
（
せ
き
が
し
ら
）
古
墳
、

六
孫
王
原
（
ろ
く
そ
ん
の
う
ば
ら
）
古
墳
（
こ
れ
は
前
方
後

墳
）
＝
以
上
現
存
、
山
王
山
（
さ
ん
の
う
や
ま
）
古
墳
、
原

１
号
・
２
号
古
墳
＝
以
上
消
滅 

が
あ
り
、
こ
の
ほ
か
数
多

く
の
円
墳
・
方
墳
も
あ
り
ま
し
た
。 

こ
れ
ら
は
姉
崎
地
区

を
拠
点
と
し
て
い
た
「
ウ
ナ
カ
ミ
豪
族
」
の
墓
で
あ
り
、
大

型
古
墳
は
首
長
の
墓
で
あ
り
、
円
墳
・
方
墳
は
そ
の
陪
審
の

墓
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

発
掘
調
査
さ
れ
た
二
子
塚
古
墳
か
ら
は
「
石
枕
（
国
重

文
）・
銀
製
耳
飾
り
・
馬
具
」
が
、
山
王
山
古
墳
か
ら
は
「
竜

頭
太
刀
・
武
具
（
市
指
定
）」」
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
「
ウ
ナ

カ
ミ
豪
族
」は
か
な
り
の
勢
力
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま

す
。 

４
世
紀
か
ら
７
世
紀
ま
で
３
０
０
年
に
わ
た
る
一
族

の
古
墳
が
残
る
こ
と
は
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
未
発
掘
の
大

型
古
墳
か
ら
も
多
く
の
発
見
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

各
古
墳
の
詳
細
は
紙
面
の
関
係
上
省
略
し
ま
す
が
、姉
崎

公
民
館
ロ
ビ
ー
に
『
姉
崎
古
墳
群
散
歩
マ
ッ
プ
』
を
用
意
し

ま
す
の
で
、
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
こ
れ
を
片
手
に
「
古
墳
巡

り
」
を
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

と
も
か
く
姉
崎
は
、
縄
文
・
弥
生
の
古
代
人
に
と
っ
て
住

み
や
す
い
所
で
あ
り
、
ヤ
マ
ト
政
権
時
代
で
も
栄
え
て
い
た

地
域
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

奈
良
時
代
に
東
海
道
の
経
路
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。 

そ
れ
ま
で
は
三
浦
半
島
（
走
水
）
か
ら
海
を
わ
た
り
房
総
半

島
（
富
津
）
へ
上
陸
し
て
内
房
を
北
上
し
て
常
陸
国
に
向
か

う
経
路
で
し
た
。 

「
上
総
」「
下
総
」
は
都
に
近
い
順
に
「
上
・
下
」
を
名
付
け

ま
し
た
。 

 

こ
の
経
路
が
奈
良
時
代
の
後
期
に
、
三
浦
半
島
か
ら
海
路
を

行
く
の
で
な
く
、
陸
路
「
武
蔵
」「
下
総
」
を
通
り
常
陸
の
国

へ
向
か
う
経
路
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
た
め
変
更
後

は
都
か
ら
は
近
い
の
に
「
下
総
」
遠
い
の
に
「
上
総
」
と
逆

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

『
日
本
武
尊
（
や
ま
と
た

け
る
の
み
こ
と
）」
が
暴
風
雨

に
遭
い
、「
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
姫
」

が
身
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
で

無
事
海
を
渡
る
こ
と
が
で
き

た
』
と
の
伝
承
が
あ
り
ま
す
。 

走
水
か
ら
富
津
へ
渡
る
海
路

が
舞
台
で
の
で
き
ご
と
で
す
。 

こ
の
伝
承
に
ま
つ
わ
る
神
社

が
各
所
に
あ
り
、姉
埼
神
社
・

島
穴
神
社
も
そ
の
一
つ
で
す
。 

 

 
 
 

次
回
は 

「
平
安
時
代 

―

姉
埼
神
社―

」
で
す
、 



「
姉
崎
の
あ
ゆ
み
❘
日
本
史
の
中
の
姉
崎
❘
」 

そ
の
３ 

平
安
・
鎌
倉
時
代 

 

❘
姉
埼
神
社
と
頼
朝
伝
説
❘ 
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奈
良
・
平
城
京
か
ら
京
都
・
平
安
京
に
遷
都
し
約
４
０

０
年
に
わ
た
り
平
安
時
代
が
続
き
ま
す
。 

藤
原
氏
が
権

勢
を
ふ
る
い
貴
族
文
化
が
繁
栄
し
ま
し
た
。
貴
族
・
寺
社

の
私
有
地
（
荘
園
）
を
守
る
武
士
団
が
発
生
し
、
力
を
持

つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

源
頼
朝
が
蜂
起
し
石
橋
山
の
合

戦
で
敗
れ
房
総
に
逃
れ
ま
す
が
、
内
房
を
北
上
す
る
な
か

で
兵
を
集
め
、
鎌
倉
を
拠
点
と
て
再
び
平
氏
に
挑
み
ま

す
。
そ
し
て
つ
い
に
壇
ノ
浦
で
平
氏
を
滅
ぼ
し
鎌
倉
時
代

と
な
り
ま
す
。 

平
安
時
代
の
中
期
に
役
人
・
神
官
が
守
る
べ
き
法
令
集

「
延
喜
式
（
え
ん
ぎ
し
き
）
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
今
か
ら
約

１
１
０
０
年
前
の
こ
と
で
す
。 

延
喜
式
の
中
に
当
時
の
官

が
管
理
す
る
全
国
の
神
社
２
５
６
１
社
が
載
る
「
神
名
帳

（
じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う
）」
が
あ
り
ま
す
。 

姉
埼
神
社
の
創
始
は

景
行
天
皇
４
０
年(

１

１
０
年)

日
本
武
尊
が

オ
ト
タ
チ
バ
ナ
姫
を
忍

び
、「
志
那
斗
辯
命
（
し

な
と
べ
の
み
こ
と
：
女

神
）
を
祀
っ
た
こ
と
に

よ
り
ま
す
。 

ま
た
、
姉

埼
神
社
は
こ
の
「
神
名

帳
」
に
載
る
由
緒
あ
る

神
社
な
の
で
す
。 

「
神

名
帳
」
に
記
載
さ
れ
た

神
社
を
「
式
内
社
（
し
き

な
い
し
ゃ
）」
と
い
い
ま
す
。 

「
式
内
社 

姉
埼
神
社
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
な
の
で
す
。 

姉
埼
神
社
に
は
朱
雀
天
皇
が
将
門
降
伏
の
祈
願
に
太
刀

を
奉
納
、
源
頼
朝
が
戦
勝
祈
願
の
馬
揃
え
を
し
た
な
ど
多
く

の
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
「
松
を
嫌
う
」
こ
と
で
も
有
名
で
す
。 

旅
に
出
た

夫
神
が
な
か
な
か
戻
ら
ず
、
女
神
が
「
待
つ
の
は
辛
い
、
い

や
じ
ゃ
」
と
嘆
い
た
の
を
村
の
者
が
「
女
神
様
は
松
が
嫌
い

な
の
だ
」
と
聞
き
ち
が
え
、
そ
れ
以
降
、
境
内
に
は
一
本
の

松
も
な
く
な
り
、
正
月
に
は
「
門
松
」
を
た
て
ず
松
を
榊
に

替
え
た
「
門
榊
」
を
た
て
、
松
の
絵
な
ど
「
松
」
と
名
が
つ

く
も
の
は
一
切
使
わ
な
く
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

「
待
つ
」

は
「
松
」
と
音
が
同
じ
の
為
の
出
来
事
で
す
。 

各
戸
で
「
門

榊
」
を
た
て
る
風
習
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
姉
埼

神
社
で
は
今
で
も
「
榊
飾
り
」
を
飾
っ
て
い
ま
す
。 

姉
埼
神
社
で
は
頼
朝
が
戦
勝
祈
願
の
馬
揃
え
を
し
た
の

が
起
源
と
言
わ
れ
る
「
流
鏑
馬
」
が
昭
和
の
終
わ
り
こ
ろ
ま

で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

地
元
で
は
「
ま
と
」「
ま
と
う
」

と
呼
び
、
現
在
の
神
門
か
ら
東
に
向
か
う
道
で
行
わ
れ
て
お

り
、
小
字
名
「
馬
場
」
は
そ
の
名
残
で
す 

頼
朝
が
再
起
し
た
房
総
半
島
に
は
多
く
の
頼
朝
伝
説
が

あ
り
ま
す
。 

姉
崎
地
区
に
も
頼
朝
が
逗
留
し
て
旗
竿
を
新
た
に
切
り

替
え
た
の
で
「
切
替
」
の
名
前
を
賜
っ
た
立
野
の
切
替
家
、

駆
け
付
け
た
兵
を
観
閲
し
た
深
城
の
「
御
所
覧
塚
」、
椎
津
八

坂
神
社
に
木
製
の
獅
子
頭
を
奉
納
し
た
等
々
が
あ
り
、
各
地

に
あ
る
「
白
幡
神
社
」（
白
旗
は
源
氏
の
旗
印
）
も
頼
朝
に
ち

な
む
社
で
す
。 

 

次
回
は 

そ
の
４ 

戦
国
時
代 ―

 

椎
津
城 ―

 

で
す. 

  ◇
姉
崎
音
頭
ミ
ニ
解
説
① 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♪
ハ
ア
ー 

松
の
嫌
い
な
よ 

明
神
様
の
ネ 

ヨ
イ
ト
ネ 

 
 

夫
婦
杉
の
木 

夫
婦
杉
の
木 

縁
結
び 

               

サ
ァ
サ 

良
い
と
こ
姉
ヶ
崎 

♪ 

 

      

明
神
様
：
姉
埼
神
社
の
こ
と 

 
 

松
の
嫌
い
な
：
本
文
参
照 

夫
婦
杉
の
木
：
現
在
の
大
鳥
居
の
付
近
に
枝
の 

 
 
 

つ
な
が
っ
た
（
連
枝
）
２
本
の
杉
の
木 

（
夫
婦
杉
）
が
あ
り
、
連
枝
に
相
手
を 

想
い
な
が
ら
「
こ
よ
り
」
を
結
ぶ
と
願
い 

が
叶
う
と
い
わ
れ
た
。 

残
念
な
が
ら
杉
は
か
れ
て
し
ま
っ
た
。 

明治のまとう（姉崎町年中行事より） 

 

 

7 

 

姉﨑神社 榊飾り 

 

昭和のまとう 



「
姉
崎
の
あ
ゆ
み
❘
日
本
史
の
中
の
姉
崎
❘
」 

そ
の
４ 

戦
国
時
代 

❘
椎
津
城
❘ 

姉
崎
を
知
る
会 

石
黒
修
一 

 

姉
埼
神
社
で
戦
勝
祈
願
・
馬
揃
え
を
行
っ
た
源
頼

朝
が
壇
ノ
浦
で
平
家
を
滅
ぼ
し
鎌
倉
時
代
を
迎

え
、
そ
の
後
足
利
尊
氏
が
入
京
し
室
町
時
代
と
な

り
ま
す
。
足
利
政
権
は
政
治
基
盤
が
弱
く
、
下
剋

上
・
戦
国
時
代
を
迎
え
ま
す
。
国
内
は
乱
れ
、
市

原
市
で
も
多
く
戦
い
が
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
。
中

で
も
椎
津
城
は
「
市
原
の
戦
国
時
代
の
歴
史
は
椎

津
城
の
歴
史
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
戦
い
・

ド
ラ
マ
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

椎
津
城
は
室
町
時
代
の
初
め
、
甲
斐
武
田
氏
か

ら
分
か
れ
上
総
武
田
氏
を
起
し
た
武
将
・
武
田
信

長
が
築
城
し
ま
し
た
（
諸
説
あ
り
）
。 

城
と
言
っ
て
も
当
時
の
城
は
、
天
守
閣
な
ど
は

な
く
高
台
に
土
塁
（
ど
る
い
）
を
め
ぐ
ら
し
、
小

屋

・

物

見

台

を

お

く

「

要

害

（

よ

う

が

い
）
」
と
言

わ

れ

る

造

り
で
す
。 

椎

津

城

を

巡

っ

て

は

大

き

な

戦

い

が

８

回

も

あ

り

ま
し
た
。
城
下
に
は
房
総
往
還
、
久
留
里
往
還
（
鎌

倉
街
道
と
も
い
う
）
が
通
り
、
眼
前
に
港
を
抱
え
、

陸
路
・
海
路
の
重
要
拠
点
で
あ
っ
た
た
め
で
す
。 

多
く
の
戦
い
の
中
で
も
天
文
２
１
年
（1
5
5
2

年
）

の
戦
い
は
熾
烈
で
し
た
。
北
条
方
の
椎
津
城
主
武

田
信
政
を
里
見
義
堯
が
攻
め
た
戦
い
で
す
。
信
政

軍
は
頑
強
に
防
い
だ
が
遂
に
支
え
き
れ
ず
、
信
政

は
自
刃
し
、
城
は
炎
上
。
双
方
で
千
四
百
人
も
の

死
者
が
出
ま
し
た
。 

県
指
定
文
化
財
「
椎
津
の
か
ら
だ
み
」
で
供
養

す
る
椎
津
小
太
郎
は
こ
の
信
政
が
モ
デ
ル
と
さ
れ

て
い
ま
す
。 

「
か
ら
だ
み
」
は
『
前
城
主
を
忍

ん
だ
空
の
葬
儀
』『
城
主
を
逃
が
す
た
め
の
偽
装
の

葬
式
』
な
ど
の
話
が
伝
っ
て
お
り
、
椎
津
城
に
係

わ
る
行
事
な
の
で
す
。 

こ
の
大
戦
の
後
も
北
条
と
里
見
と
の
椎
津
城
争

奪
の
戦
い
は
続
き
、
城
主
は
何
回
も
変
わ
り
ま
し

た
。 豊

臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
の
際
、
北
条
方
で
あ

っ
た
椎
津
城
も
秀
吉
勢
に
攻
め
ら
れ
落
城
し
、
椎

津
城
は
歴
史
か
ら
消
え
去
り
ま
し
た
。 

歴
史
か
ら
は
消
え
た
椎
津
城
で
す
が
、
江
戸
時

代
に
出
さ
れ
た
曲
亭
馬
琴
「
南
総
里
見
八
犬
伝
」

の
冒
頭
で
『
「
伏
姫
」
の
母
は
椎
津
城
城
主
の
娘
・
・
・
』

と
し
て
登
場
し
て
い
ま
す
。 

椎
津
城
跡
は
平
成
２
９
年
県
指
定
史
跡
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。 

現
在
、「
史
跡
椎
津
城
を
守
る
会
」
が
椎
津
城
跡

の
整
備
作
業
を
行
っ
て
お
り
「
富
士
山
の
見
え
る

城
跡
」
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
姉
崎
高
校

「

ふ

る

さ

と

を

愛

す
る
会
」
が
多
く
の

案
内
標
識
（
写
真
）

を
作
成
し
、
整
備
作

業

に

も

参

加

し

て

い
ま
す
。 

雑
木
・

竹
林
が
整
備
さ
れ
、

遊

歩

道

が

で

き

た

椎

津

城

跡

を

歴

史

散

歩

さ

れ

て

は

い

か
が
で
し
ょ
う
か
。 

椎
津
城
跡
の
場
所
は
椎
津
・
八
坂
神
社
の
裏
手
に

な
り
ま
す
。 

次
回
は 

そ
の
５ 

江
戸
時
代 

前
編 

―
 

姉
ヶ
崎
藩
・
義
僕
市
兵
衛 

―
 

で
す
。 

  

◇
姉
崎
音
頭
ミ
ニ
解
説
➁ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

♪
ハ
ア
ー 

桜 

花
咲
く
よ 

椎
津
の
山
は
ネ 

ヨ
イ
ト
ネ 

昔
武
田
の 

昔
武
田
の 

城
の
跡 

 

サ
ア
サ 

良
い
と
こ 

姉
ヶ
崎
♪ 

 

 

 

椎
津
の
山
：
椎
津
城
跡 

城
山
と
呼
ば
れ
、 

桜
の
名
所
で
茶
屋
が
あ
っ
た
。 

鶴
牧
藩
成
立
は
、
椎
津
城
落
城
の
２
４
０
年

後
の
話
で
鶴
牧
藩
主
水
野
氏
は
椎
津
城
の
城

主
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

椎津城絵図 (江戸時代・部分 ) 



「
姉
崎
の
あ
ゆ
み
❘
日
本
史
の
中
の
姉
崎
❘
」 

そ
の
５ 

江
戸
時
代
・
前
編 

 
―

姉
崎
藩
・
義
僕
市
兵
衛―

 

 

姉
崎
を
知
る
会 

石
黒
修
一 

 

豊
臣
秀
吉
は
北
条
・
小
田
原
城
を
落
と
し
全
国

制
覇
を
果
た
し
ま
し
た
。
「
太
閤
検
地
・
刀
狩

り
」
を
行
う
な
ど
全
国
統
治
を
進
め
、
聚
楽
第
に

代
表
さ
れ
る
豪
華
絢
爛
な
桃
山
文
化
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。
し
か
し
秀
吉
の
死
後
、
関
ヶ
原
の
戦
い

で
豊
臣
方
が
破
れ
、
徳
川
家
康
が
征
夷
大
将
軍
と

な
り
江
戸
幕
府
を
開
き
ま
し
た
。 

江
戸
時
代
の
初
め
、
わ
ず
か
十
三
年
間
で
し
た

が
「
姉
崎
藩
」
が
あ
り
ま
し
た
。
家
康
の
第
二
子

結
城
秀
康
の
子
忠
昌
（
た
だ
ま
さ
）
つ
ま
り
家
康

の
孫
が
一
万
石
で
陣
屋
を
構
え
た
の
が
「
姉
崎

藩
」
の
始
ま
り
で
す
。
忠
昌
は
常
陸
下
妻
藩
に
転

封
し
て
姉
崎

藩
は
一
時
廃

藩
と
な
り
ま

し
た
が
、
四

年
後
、
弟
の

直
政
（
な
お

ま
さ
）
が
二

万
石
で
姉
崎

藩
主
と
な
り

復
活
。
直
正

も
越
前
大
野

藩
に
転
封
し

て
姉
崎
藩
は

廃
藩
と
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
後
兄
弟
は
何
度
か

転
封
し
、
最
終
的
に
は
忠
昌
は
福
井
藩
五
十
万
石

に
入
封
、
直
政
は
出
雲
松
江
藩
十
八
万
六
千
石
に

入
封
、
と
も
に
姉
崎
藩
を
出
発
点
と
し
て
最
後
に

は
大
大
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。
余
談
な
が
ら
、
海

保
の
森
嚴
寺
は
忠
昌
が
父
結
城
秀
康
の
菩
提
を
弔

う
た
め
中
興
開
基
し
た
お
寺
で
す
。 

 

時
代
が
少
し
下
っ
た
元
禄
時
代
、
五
代
将
軍
綱

吉
が
「
生
類
憐
み
の
令
」
を
発
布
す
る
な
か
、
姉

崎
で
幕
府
の
許
可
を
得
て
の
害
獣
狩
り
の
最
中
、

深
城
の
山
中
で
鹿
と
間
違
え
て
「
お
竹
」
と
い
う

婦
人
を
撃
ち
殺
す
と
い
う
事
件
が
起
き
ま
し
た
。 

犬
一
匹
殺
し
て
も
お
咎
め
が
あ
る
こ
の
時
期
、
姉

崎
を
は
じ
め
近
郊
七
ヶ
村
の
名
主
は
相
談
の
う

え
、
こ
の
件
を
内
密
に
収
め
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
幕
府
の
耳
に
入
り
七
名

の
名
主
は
伊
豆
の
大
島
へ
島
流
し
、
土
地
家
屋
は

没
収
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「
お
竹
騒
動
」

と
言
わ
れ
る
事

件
で
す
。
姉
崎

村
の
名
主
・
次

郎
兵
衛
の
下

僕
・
市
兵
衛
は

日
頃
の
恩
を
返

す
の
は
こ
の
時

と
、
島
流
し
に

な
っ
た
主
人
の

家
族
を
、
娘
を

奉
公
に
出
し
た

金
で
買
っ
た
小

屋
に
住
ま
わ
せ
、
懸
命
に
働
い
て
養
う
一
方
、
自

ら
江
戸
へ
通
い
幕
府
に
「
自
分
を
身
代
わ
り
に
し

て
主
人
の
釈
放
を
」
と
訴
え
続
け
ま
し
た
。
時
に

は
主
人
の
子
・
万
五
郎
を
背
負
い
哀
願
す
る
こ
と

十
一
年
。 

は
じ
め
門
前
払
い
し
て
い
た
幕
府
も

市
兵
衛
の
忠
義
に
打
た
れ
次
郎
兵
衛
ら
を
釈
放
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

一
介
の
下
僕
が
江
戸
幕
府
を
動
か
し
た
の
で

す
。
こ
の
こ
と
は
江
戸
中
の
評
判
と
な
り
、
講
談

や
歌
舞
伎
の
演
題
と
な
り
、
儒
学
者
・
荻
生
徂
徠

は
同
じ
元
禄
時
代
の
大
事
件
「
赤
穂
浪
士
討
ち
入

り
」
を
引
き
合
い
に
「
武
士
は
主
人
の
た
め
に
尽

く
す
の
は
当
た
り
前
、
市
兵
衛
の
忠
義
は
赤
穂
浪

士
以
上
だ
」
と
讃
え
て
い
ま
す
。 

芭
蕉
の
門
人

宝
井
其
角
は
「
起
き
て
聞
け 

こ
の
ほ
と
と
ぎ
す 

市
兵
衛
記
」
と
の
句
を
詠
み
ま
し
た
。 

明
治
以

降
も
忠
義
の
人
と
し
て
修
身
の
教
本
に
な
り
、
大

正
時
代
に
は
映
画
化
さ
れ
、
昭
和
十
六
年
村
上
元

三
は
「
上
総
風
土
記
」
と
題
し
て
市
兵
衛
の
奮
闘

を
書
き
、
直
木
賞
を

受
賞
し
ま
し
た
。 

市
兵
衛
の
墓
は
其

角
の
句
碑
と
と
も
に

妙
経
寺
に
あ
り
ま

す
。 

  

 
 

 
 

次
回
は 

そ
の
６ 

江
戸
時
代 

後
編 

―
 

孝
子
五
郎
・
鶴
牧
藩 

―
 

で
す
。 

 

市兵衛（姉崎町年中行事より  部分） 

其角の句碑（妙経寺）  

姉崎藩藩主は大大名へ  



「
姉
崎
の
あ
ゆ
み
❘
日
本
史
の
中
の
姉
崎
❘
」 

そ
の
６ 

江
戸
時
代
・
後
編 

 

―
 

孝
子
五
郎
・
鶴
牧
藩 

 
―

 

姉
崎
を
知
る
会 

石
黒
修
一 

 

前
回
の
「
義
僕
市
兵
衛
の
奮
闘
」
が
あ
っ
た

元
禄
時
代
に
は
上
方
で
文
化
の
花
が
開
き
「
元

禄
文
化
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
元
禄
文

化
か
ら
お
よ
そ
百
年
後
こ
ん
ど
は
江
戸
で
庶
民

文
化
が
花
開
き
ま
し
た
。
十
九
世
紀
の
初
め
、

文
化
・
文
政
の
年
号
を
と
り
「
化
政
文
化
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

化
政
文
化
は
、
派
手
な

元
禄
文
化
と
異
な
り
、
歌
舞
伎
が
庶
民
の
も
の

と
な
り
滑
稽
本
・
浮
世
絵
が
多
く
発
行
さ
れ
、

「
椎
津
城
主
の
娘
が
伏
姫
の
母
」
と
書
か
れ
た

曲
亭
馬
琴
の
「
南
総
里
見
八
犬
伝
」
も
こ
の
な

か
で
生
ま
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
神
社
・
仏
閣

の
石
造
物
に
は
、
化
政
時
代
に
庶
民
か
ら
奉
納

さ
れ
た
も
の
が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

化
政
時
代
以
降
は
ロ
シ
ア
な
ど
か
ら
の
開
国

要
求
で
幕
府
が
動
揺
し
た
時
期
で
す
。 

そ
し
て
天
皇
を
担
い
だ
薩
摩
・
長
州
を
中
心

と
し
た
倒
幕
勢
力
に
抗
し
き
れ
ず
、
徳
川
慶
喜

は
「
大
政
奉
還
」
を
行
い
江
戸
時
代
は
終
わ
り

ま
す
。 

こ
の
化
政
時
代
に
姉
崎
に
大
変
な
母
親
思
い

の
息
子
・
五
郎
が
い
ま
し
た
。 

五
郎
は
家
が

貧
し
か
っ
た
の
で
懸
命
に
働
き
、
自
分
は
食
べ

ず
と
も
母
に
は
ひ
も
じ
い
思
い
を
さ
せ
ず
、
芝

居
好
き
な
母
が
老
い
て
足
を
悪
く
し
た
た
め
、

近
所
に
芝
居
が
あ
る
と
ひ
と
り
見
に
行
き
、
母

の
前
で
そ
の
所
作
を
ま
ね
母
を
喜
ば
せ
た
り
し

ま
し
た
。
ま
た
、
母
は
雷
が
き
ら
い
で
あ
っ
た

た
め
、
ど
こ
に
い
て
も
雷
が
鳴
る
と
母
の
も
と

に
駆
け
つ
け
て
母
を
い
た
わ
り
ま
し
た
。
母
が

死
ん
で
も
雷
が
鳴
る
と
母
の
墓
に
駆
け
つ
け
、

着
て
い
た
簔
を
墓
石
に
か
け
て
守
っ
た
ほ
ど
で

し
た
。 

こ
の
話
が
鶴
牧
藩
藩
主
の
耳
に
入
り

褒
美
を
頂
き
ま
し
た
。 

 

五
郎
の
墓
は
妙
経
寺
に
あ
り
墓
石
の
脇
に
は 

「
ご
ろ
ご
ろ
と 

鳴
る
雷
に 

五
郎
来
て 

親

の
墓
所
を 

守
る
孝
行
」
の
碑
が
あ
り
、
妙
経

寺
山
門
脇
に
は
五
郎
の
頌
徳
碑
が
建
っ
て
い
ま

す
。 米

使
ペ
リ
ー
の
黒
船
が
浦
賀
に
来
た
頃
、
姉

崎
で
は
佐
久
間
象
山

が
八
反
甫
で
大
砲
の

試
射
を
行
っ
て
い
ま

す
。
大
勢
の
見
物
人

が
詰
め
か
け
ま
し
た

が
、
口
径
十
セ
ン
チ

ほ
ど
の
大
砲
は
三
発

撃
っ
た
だ
け
で
壊
れ

失
敗
に
終
わ
り
ま
し

た
。 「

黒
玉
を 
打
ち

に
わ
ざ
わ
ざ
姉
ヶ
崎 

海
と
陸
と
に 

馬
鹿

が
沢
山
」
と
の
狂
歌

が
残
っ
て
い
ま
す
。 

        

こ
の
騒
ぎ
の
少
し
前
、
安
房
北
条
よ
り
水
野
氏

が
転
封
し
て
「
鶴
牧
藩
」
を
開
き
陣
屋
を
現
在
の

姉
崎
小
学
校
の
地
に
置
き
ま
し
た
。
水
野
氏
は
家

康
の
生
母
・
伝
通
院
（
お
大
の
方
）
の
生
家
と
い

う
名
門
で
す
。 

鶴
牧
藩
は
松
平
忠
韶
（
た
だ
て
る
）
、
忠
実

（
た
だ
み
つ
）
忠
順
（
た
だ
よ
り
）
と
三
代
続

き
、
藩
校
「
修
来
館
」
を
開
校
し
て
学
問
の
振
興

に
力
を
注
ぎ
、
小
藩
な
が
ら
三
十
年
の
歳
月
と
莫

大
な
費
用
を
投
じ
司
馬
遷
の
「
史
記
」
の
解
説
書

「
鶴
牧
版
史
記
評
林
」
を
編
纂
し
、
明
治
天
皇
の

御
前
開
講
を
行
う
栄
誉
を
得
ま
し
た
。 

 

次
回
は
姉
崎
の
あ
ゆ
み
❘
日
本
史
の
中
の
姉
崎
❘ 

そ
の
７ 

明
治
・
大
正
・
昭
和 

 

 
 

 
 

 
 
―

 

激
動
の
変
遷 

―
 

で
す
。 

 

 

◇
姉
崎
音
頭
ミ
ニ
解
説
③ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

♪
ハ
ア
ー 

孝
子
五
郎
と
ヨ 

 
 

 
 

 

義
僕
の
市
兵
衛
ネ 

ヨ
イ
ト
ネ 

 
 

末
が
世
ま
で
も 

末
が
世
ま
で
も 

名
を
遺
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

サ
ア
サ 

良
い
と
こ 

姉
ヶ
崎
♪ 

【
解
説
】 

孝
子
五
郎
：
本
文
参
照 

義
僕
市
兵
衛
：
元
禄
時
代
・
自
ら
を
犠
牲
に 

し
て
主
人
に
忠
義
を
尽
く
し
た
人 

前
回
掲
載
参
照 

 
 

 

孝子五郎  古今記録より 

昭和初期の八反甫と佐久間象山   

鶴牧藩校・修来館  



「
姉
崎
の
あ
ゆ
み
❘
日
本
史
の
中
の
姉
崎
❘
」 

そ
の
７ 

明
治
・
大
正
・
昭
和 

―
 

激
動
の
変
遷 

 
―

 

姉
崎
を
知
る
会 

石
黒
修
一 

 

徳
川
慶
喜
の
「
大
政
奉
還
」
で
江
戸
幕
府
は

終
焉
し
ま
し
が
、
徳
川
家
の
処
遇
に
不
満
を
持

つ
旧
幕
臣
は
新
政
府
に
反
抗
し
ま
し
た
。
「
戊
辰

戦
争(

ぼ
し
ん
せ
ん
そ
う)
」
で
す
。
上
野
・
彰

義
隊
、
会
津
・
白
虎
隊
、
函
館
・
五
稜
郭
の
戦

い
は
こ
の
一
連
で
す
。
「
戊
辰
戦
争
」
を
鎮
圧
し

た
明
治
政
府
は
西
洋
に
追
い
つ
け
と
「
富
国
強

兵
」
政
策
を
と
り
ま
し
た
。 

軍
国
主
義
が
台

頭
し
て
、
「
日
中
戦
争
」
「
太
平
洋
戦
争
」
を
開

戦
。
そ
し
て
敗
戦
。 

敗
戦
後
は
民
主
主
義
国

家
と
し
て
再
生
し
、
戦
後
の
復
興
、
高
度
成
長

の
繁
栄
を
迎
え
ま
し
た
。 

 

「
戊
辰
戦
争
」
で
は
姉
崎
も
戦
場
と
な
り
ま

し
た
。
五
井
の
戦
い
に
敗
れ
た
義
軍(

幕
府
軍)

は
姉
崎
に
集
結
し
ま
し
た
が
、
官
軍(

政
府
軍)

の
追
撃
に
耐
え
き

れ
ず
小
規
模
の
戦

い
だ
け
で
木
更
津

方
面
に
敗
走
し
ま

し
た
。
こ
の
時
鶴

牧
藩
は
激
論
の
末

官
軍
に
恭
順
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
を
不
満

と
し
た
藩
士
数
名

が
脱
走
し
て
官
軍

に
討
ち
入
り
、
そ

の
後
生
首
な
っ
て

官
軍
か
ら
送
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
弔
っ
た
墓
が
椎
津
・
瑞

安
寺
に
あ
り
、
戦
死
し
た
義
軍
兵
の
娘
が
父
ら

を
弔
っ
た
墓
が
妙
経
寺
に
あ
り
ま
す
。 

明
治
政
府
は
そ
れ
ま
で
の
幕
藩
体
制
の

「
藩
」
を
廃
止
し
て
「
県
」
を
置
き
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
廃
藩
置
県
」
で
す
。
鶴
牧
藩
は
市
原

市
で
「
江
戸
時
代
か
ら
続
く
藩
で
廃
藩
置
県
を

迎
え
た
唯
一
の
藩
」
で
「
鶴
牧
県
」
と
な
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
木
更
津
県
、
鶴
牧
村
、
姉
崎

町
と
変
遷
し
昭
和
３
８
年
市
原
市
に
な
り
ま
し

た
。 明

治
政
府
は
明
治
５
年
に
は
学
校
制
度
を
定

め
た
「
学
制
」
を
発
布
し
ま
し
た
。
姉
崎
小
学

校
の
旧
校
歌
（
姉
崎
国
民
学
校
校
歌
）
に
♪
明

治
六
年
開
校
の
♪
と
あ
る
の
は
こ
の
「
学
制
」

に
よ
り
妙
経
寺
庫
裡
を
仮
校
舎
と
し
て
開
校
し

た
こ
と
を
歌
っ
た
も
の
で
す
。
片
又
木
小
学
校

（
法
蓮
寺
）
、
深
城
小
学
校
（
深
城
青
年
会
館
）

も
同
時
に
開
校
し
、
両
校
は
明
治
２
２
年
合
併

し
有
秋
小
学
校
（
現
有
秋
東
小
学
校
）
と
な
り

ま
し
た
。 

明
治
４
５
年
３
月
に
は
蘇
我
・
姉
ヶ
崎
間
に

木
更
津
線
（
現
内
房
線
）
が
開
通
し
、
８
月
に

は
木
更
津
ま
で
延
伸
し
て
い
ま
す
。 

突
然
で
す
が
多
田
等
観
（
た
だ
と
う
か
ん
）

を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
学
の

先
駆
者
で
、
日
本
学
士
院
賞
、
勲
三
等
旭
日
中

綬
章
を
受
賞
し
ま

し
た
。
大
正
の
始

め
、
単
独
で
ヒ
マ

ラ
ヤ
を
越
え
チ
ベ

ッ
ト
に
入
り
ダ
ラ

イ
・
ダ
マ
十
三
世

の
庇
護
の
も
と
十

年
間
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
を
学
び
、
多
く
の
経
典
な
ど
を
日
本
に
も
た

ら
し
ま
し
た
。 

等
観
は
昭
和
７
年
頃
姉
崎
台

に
移
り
住
み
、
昭
和
４
２
年
に
亡
く
な
り
ま
し

た
。 

「
無
欲
で
純
真
な
人
」
と
い
わ
れ
、
姉

崎
に
は
多
く
の
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
子
供
の

こ
ろ
遊
ん
で
も
ら
っ
た
と
い
う
方
も
大
勢
い
ま

す
。
等
観
の
生
地
・
秋
田
県
土
崎
や
、
持
ち
帰

っ
た
経
典
等
を
保
管
し
て
い
る
博
物
館
が
あ
る

岩
手
県
花
巻
で
は
多
田
等
観
を
顕
彰
し
て
い
ま

す
が
、
市
原
市
や
地
元
姉
崎
で
は
全
く
知
ら
れ

て
い
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
で
す
。 

 

戦
後
の
姉
埼
は
激
変
し
ま
し
た
。 

か
つ
て
の
姉
崎
は
半
農
半
漁
の
く
ら
し
で
、

魚
介
類
や
ノ
リ
養
殖
が
現
金
収
入
の
柱
で
し
た

が
、
高
度
成
長
期
・
昭
和
３
０
年
代
半
か
ら
京

葉
工
業
地
帯
建
設
の
た
め
海
が
埋
め
立
て
ら
れ

沿
岸
地
区
の
漁
業
協
同
組
合
は
漁
業
権
を
放
棄

し
て
漁
民
は
補
償
金
を

も
ら
い
陸
に
上
が
り
ま

し
た
。
あ
っ
と
い
う
間

に
埋
め
立
て
地
に
は
巨

大
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
が
建

設
さ
れ
、
ま
た
有
秋

台
、
桜
台
な
ど
の
山
野

が
切
り
開
か
れ
従
業
員

の
団
地
が
建
て
ら
れ
ま

し
た
。 

半
農
半
漁
の
町
並
み

は
、
近
代
的
な
工
業
地

帯
へ
と
変
貌
し
た
の
で
し
た
。 

 次
回
は
姉
崎
の
あ
ゆ
み
ー
日
本
史
の
中
の
姉
崎―

 
 

 

最
終
回 

ふ
る
さ
と
姉
崎 

―

姉
崎
音
頭
で
ふ
り
か
え
り―

 

で
す
。 

 

義軍の墓 

瑞安寺 (下 )と  

妙経寺 (右 )  

変貌 昭和 60 年 Vs 昭和 30 年

頃  



「
姉
崎
の
あ
ゆ
み
❘
日
本
史
の
中
の
姉
崎
❘
」 

 
 

 

最
終
回―

姉
崎
音
頭
で
ふ
り
か
え
り―

 

姉
崎
を
知
る
会 

石
黒
修
一 

 

姉
崎
の
歴
史
を
日
本
史
の
中
で
見
て
き
ま
し

た
。 

姉
崎
の
出
来
事
が
日
本
史
と
密
接
し
て

お
り
、
初
回
で
「
姉
崎
の
歴
史
は
日
本
史
の
縮

図
」
と
言
っ
た
意
味
を
お
分
か
り
い
た
だ
け
ま

し
た
で
し
ょ
う
か
。 

最
終
回
は
「
姉
崎
音
頭
」
に
乗
せ
て
姉
崎
の

歴
史
を
振
り
か
え
り
ま
す
。
歌
詞
は
時
代
順
に

並
べ
ま
し
た
の
で
、
長
山
洋
子
が
唄
う
Ｃ
Ｄ
と

は
順
番
が
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
各
項
目
の
〇

数
字
は
つ
ど
い
に
掲
載
し
た
回
数
で
す
。
詳
細

は
そ
の
記
事
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

【
平
安
時
代
②
③
】 

松
の
嫌
い
な
明
神
様
は
姉
﨑
神
社
で
す
。
姉

﨑
神
社
の
宮
司
・
海
上
家
は
姉
崎
古
墳
群
の
埋

葬
者
・
海
上
国
造
の
末
裔
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

姉
崎
神
社
は
平
安
時
代
の
延
喜
式
に
記
録
さ

れ
て
い
る
式
内
神
社
で
す
。
神
社
の
ご
祭
神
が

「
待
は
い
や
じ
ゃ
」
と
言
っ
た
こ
と
か
ら｢

松
」

を
き
ら
う
よ
う
に
な
り
、
大
鳥
居
脇
に
縁
結
び

の
「
夫
婦
杉
」
が
あ
り
ま
し
た
。 

源
頼
朝
が

戦
勝
祈
願
を
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。 

姉
崎
は
古
代
か
ら
栄
え
て
い
た
土
地
な
の
で

す
。 

【
戦
国
時
代
④
】 

桜
花
咲
く
椎
津
の
山
は
椎
津
城
跡
で
す
。 

戦
国
時
代
の
椎
津
城
は
そ
の
立
地
条
件
の
良

さ
か
ら
多
く
の
争
奪
戦
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
椎

津
カ
ラ
ダ
ミ
は
椎
津
城
の
戦
い
で
敗
れ
た
城
主

を
偲
ぶ
行
事
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
豊
臣
秀

吉
に
滅
ぼ
さ
れ
歴
史
ら
か
消
え
ま
し
た
が
、
「
南

総
里
見
八
犬
伝
」
の
冒
頭
に
伏
姫
の
母
の
居
城 

と
し
て
現
れ
て
い
ま
す
。 

【
江
戸
時
代
⑤
⑥
】 

元
禄
時
代
、
婦
人
を
誤
っ
て
撃
ち
殺
し
た

「
お
竹
騒
動
」
に
関
わ
り
島
流
し
に
な
っ
た
主

人
に
忠
義
を
つ
く
し
た
市
兵
衛
、
江
戸
時
代
末

期
・
お
親
孝
行
で
鶴
牧
藩
主
か
ら
褒
美
を
も
ら

っ
た
五
郎
が
唄
わ
れ
て
い
ま
す
。
初
期
に
家
康

の
孫
が
治
め
た
姉
崎
藩
が
立
藩
、
化
政
時
代
に

は
町
人
文
化
が
栄
え
、
幕
末
に
は
佐
久
間
象
山

が
大
砲
の
試
射
を
し
ま
し
た
。
鶴
牧
藩
は
「
史

記
評
林
」
を
発
刊
し
、
幕
藩
体
制
か
ら
の
藩
で

唯
一
廃
藩
置
県
を
迎
え
ま
し
た
。 

【
近
代
⑦
】 

姉
崎
に
は
海
の
暮
ら
し
が
あ
り
ま
し
た
。 

海
に
は
薪
炭
を
運
ぶ
伍
大
力
船
が
浮
か
び
、

漁
撈
・
海
苔
養
殖
が
盛
ん
で
し
た
が
、
京
葉
工

業
地
帯
建
設
に
伴
な
い
海
が
埋
立
て
ら
れ
、
山

は
削
ら
れ
多
く
の
団
地
が
建
設
さ
れ
る
な
ど 

生
活
環
境
・
く
ら
し
は
一
変
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊ 

盆
踊
り
で
「
姉
崎
音
頭
」
を
聞
き
・
踊
る
と

き
、
姉
崎
の
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
だ
け

れ
ば
嬉
し
い
で
す
。 

姉
崎
に
は
先
人
が
つ
な
い
で
く
れ
た
歴
史
・

文
化
・
く
ら
し
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
身
近
に
あ

り
す
ぎ
て
気
が
付
か
な
い
だ
け
な
の
で
す
。 

も
う
一
度
身
の
回
り
を
見
直
し
て
く
だ
さ
い
。

き
っ
と
何
か
が
見
つ
か
る
と
思
い
ま
す
。 

ま
ず
は
知
る
こ
と
で
す
。 

地
元
を
知
り
、

そ
れ
を
守
る
。
そ
の
な
か
か
ら
「
ふ
る
さ
と
姉

崎
」
を
愛
す
る
心
が
生
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。 

子
供
た
ち
が
「
私
の
ふ
る
さ
と
は
姉
崎
！
」
と

言
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い

ま
す
。 

 

長
い
間
お
付
き
合
い
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
、 

【
姉
崎
を
知
る
会
・
連
絡
先
】 

 

０
９
０-

３
５
４
４-

３
７
２
８
（
石
黒
） 
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