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刊
行
に
よ
せ
て

『
今
に
つ
な
が
る
妻
沼
の
歴
史
』
を
読
む
と
、
妻
沼
地
域
が
描
か
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
情
景
、
賑
わ
い
、

雰
囲
気
、
庶
民
の
暮
ら
し
や
笑
顔
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
地
に
生
ま
れ
育
っ
た
者
か
ら
見
て
も
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
一
つ
一
つ
の
内
容
が
初
め
て
知
る
事
実
だ
っ

た
り
、
昔
の
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
納
得
し
た
り
と
、
改
め
て
新
鮮
な
気
持
ち
に
な
る
。

例
え
ば
、
平
家
物
語
か
ら
見
た
実
盛
公
は
、
武
勇
に
優
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
義
理
人
情
に
厚
い
東
国
武
士
の
代

表
で
あ
っ
た
の
が
よ
く
理
解
で
き
た
。

大
正
期
に
お
け
る
聖
天
様
の
節
分
会
に
は
、
地
元
以
外
に
も
様
々
な
人
々
が
各
地
か
ら
参
加
し
て
い
た
の
に
心
惹

か
れ
、
絵
は
が
き
か
ら
見
え
る
身
近
な
場
所
の
変
容
は
、
今
に
つ
な
が
る
し
き
た
り
を
伝
え
て
い
る
。

幕
府
公
認
の
舟
渡
場
で
あ
っ
た
葛
和
田
河
岸
の
繁
栄
は
、「
あ
ば
れ
神
輿
」
祭
礼
に
名
残
を
と
ど
め
て
い
た
り
、
明

治
の
利
根
川
大
水
害
を
契
機
に
、
妻
沼
地
域
が
大
変
貌
を
遂
げ
る
の
も
先
人
の
奮
闘
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
と
知
っ
た
。

ま
た
、
明
治
初
頭
に
開
催
さ
れ
た
句
会
か
ら
、
雑
排
が
地
域
文
化
の
娯
楽
と
し
て
大
衆
に
親
し
ま
れ
て
い
た
の
に

感
心
し
た
り
と
、
今
ま
で
に
気
づ
き
得
な
か
っ
た
新
た
な
事
実
に
も
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

子
供
の
頃
よ
り
見
慣
れ
た
出
来
事
や
行
事
も
、
時
代
と
共
に
消
え
た
り
、
形
を
変
え
て
継
続
し
て
き
た
様
子
が
手

に
取
る
よ
う
に
分
か
る
の
で
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

何
気
な
い
日
常
も
歴
史
を
紐
解
く
と
、
少
し
ず
つ
変
化
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
時
を
区
切
っ
て
俯
瞰
し
て
み
る
と

大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
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一
〇
〇
年
単
位
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
知
り
、
悠
久
の
時
を
経
て
今
が
あ
る
と
想
像
し
た
ら
、
田
舎
で
何
も
無
い

と
思
っ
て
い
た
妻
沼
が
な
ぜ
か
誇
ら
し
く
、
愛
着
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。

目
ま
ぐ
る
し
い
社
会
の
中
で
、
我
々
が
心
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
く
に
は
、
生
活
の
拠
点
で
あ
る
故
郷
の
歴
史
や
文

化
を
学
び
、先
人
の
残
し
て
く
れ
た
遺
産
を
大
切
に
し
、そ
れ
ら
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

今
後
も
、
多
く
の
人
々
が
地
元
に
関
心
を
持
ち
、
守
る
べ
き
伝
統
と
時
代
に
合
っ
た
移
り
変
わ
り
を
見
極
め
な
が

ら
、
新
た
な
妻
沼
の
発
展
に
つ
な
が
る
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
長
い
年
月
を
か
け
て
故
郷
の
風
土
を
築
い
て
く
れ
た
先
人
に
対
す
る
恩
返
し
で
は
な

い
か
と
思
う
。

本
書
の
刊
行
に
あ
た
り
、
各
方
面
か
ら
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
、
時
代
の
息
吹
や
人
々
の
活
躍
に
光
を
当
て
て

い
た
だ
き
、
妻
沼
の
魅
力
を
再
確
認
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
下
さ
っ
た
先
生
方
に
、
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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ま
え
が
き

本
書
が
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
妻
沼
は
、
熊
谷
市
北
部
を
占
め
る
地
域
で
す
。

江
戸
時
代
の
妻
沼
村
は
、
武
蔵
国
幡
羅
郡
に
属
し
、
目
沼
・
女
沼
と
も
表
記
さ
れ
ま
し
た
。
近
隣
に
は
男
沼
と
い

う
場
所
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
東
山
道
武
蔵
路
の
渡
し
場
近
辺
に
あ
っ
た
二
つ
の
沼
を
男
沼
・
女
沼
と
名
付
け
た
の
が
、

地
名
の
由
来
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

妻
沼
村
は
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
弥
藤
吾
村
と
合
併
し
妻
沼
町
と
な
り
、
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
に
秦

村
・
長
井
村
・
男
沼
村
・
太
田
村
と
合
併
し
て
新
た
な
町
と
し
て
成
立
し
ま
し
た
。
現
在
、
住
所
地
名
と
し
て
の
妻

沼
は
聖
天
山
辺
り
だ
け
を
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
妻
沼
地
域
と
い
う
と
き
に
は
、
熊
谷
市
と
合
併
す
る
前

の
旧
妻
沼
町
の
範
囲
を
指
す
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
合
併
か
ら
一
五
年
以
上
が
経
っ
て
も
、
共
通
の
文
化
を
持
つ
地

域
と
し
て
ま
と
ま
り
を
維
持
し
て
い
ま
す
。

妻
沼
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
妻
沼
聖
天
山
で
す
。
源
平
合
戦
で
活
躍
し
た
斎
藤
実
盛
が
信
仰
し
た
歓
喜
天

の
像
を
祀
っ
た
の
を
創
始
と
し
ま
す
。
歓
喜
天
の
姿
は
、象
頭
人
身
の
単
身
像
と
二
尊
が
抱
き
合
う
双
身
像
が
あ
り
、

縁
結
び
の
天
部
と
さ
れ
ま
す
。
実
盛
は
越
前
出
身
の
武
将
で
、
長
井
庄
の
管
理
者
と
し
て
、
妻
沼
の
地
に
や
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
八
〇
〇
年
以
上
経
っ
て
も
、
実
盛
が
作
っ
た
聖
天
山
は
地
域
の
核
と
な
っ
て
い
ま
す
。
歓
喜
天

を
祀
る
以
前
か
ら
も
、
伊
弉
諾
（
イ
ザ
ナ
ギ
）・
伊
弉
冉
（
イ
ザ
ナ
ミ
）
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の

地
に
は
、
昔
か
ら
人
と
人
と
を
結
び
つ
け
る
力
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

聖
天
山
は
、
戦
国
時
代
に
は
忍
城
の
成
田
氏
の
庇
護
を
受
け
、
江
戸
時
代
に
も
幕
府
か
ら
五
〇
石
の
朱
印
状
を
受
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け
て
い
ま
す
。
武
蔵
国
と
上
野
国
の
境
で
あ
る
利
根
川
の
渡
河
地
点
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
妻
沼
が
繁
栄
し
た
理
由

で
す
。
し
か
し
、
利
根
川
は
暴
れ
川
で
も
あ
り
ま
し
た
。
実
際
、
江
戸
時
代
の
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
大
水
は
、

未
曽
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
、
全
国
の
大
名
に
よ
る
御
手
伝
い
普
請
に
よ
っ
て
被
災
地
復
旧
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
洪
水
の
前
後
に
建
て
ら
れ
た
の
が
、
国
宝
と
な
っ
て
い
る
歓
喜
院
聖
天
堂
で
す
。
日
光
東
照
宮
の
系
譜
を
ひ
く

職
人
た
ち
に
よ
る
豪
奢
な
建
築
物
は
、
幕
府
や
藩
と
い
っ
た
権
力
者
で
は
な
く
、
庶
民
ら
が
中
心
と
な
っ
て
浄
財
を

集
め
て
費
用
が
賄
わ
れ
た
こ
と
で
も
、
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

建
築
に
限
ら
ず
、
全
体
的
な
文
化
レ
ベ
ル
が
高
い
地
域
で
、
句
会
・
書
画
会
な
ど
が
江
戸
時
代
か
ら
頻
繁
に
催
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
筆
禍
で
江
戸
か
ら
追
放
さ
れ
た
文
人
・
寺
門
静
軒
が
、身
を
寄
せ
た
の
も
こ
の
地
で
し
た
。
静
軒
が
、

妻
沼
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
自
分
と
会
話
レ
ベ
ル
が
合
う
学
識
者
が
鄙
な
が
ら
も
多
く
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
静
軒

は
、
妻
沼
に
七
年
間
滞
在
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
書
い
た
作
品
が
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
地
域
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
文
化
の
高
さ
は
、
現
在
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
本
書
の
執
筆
者
は
妻
沼
に
ゆ
か

り
が
あ
る
人
に
集
ま
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。「
刊
行
に
よ
せ
て
」「
聖
天
様
の
門
前
か
ら
」
を
執
筆
し
た
岡
田
仁
一
さ

ん
と
高
柳
紀
子
さ
ん
は
、
妻
沼
で
生
活
し
て
い
る
人
で
す
。
地
域
の
人
に
支
え
ら
れ
て
本
書
が
で
き
た
と
い
う
経
緯

を
表
現
す
る
た
め
、
論
考
を
挟
む
形
で
お
二
人
に
文
章
を
寄
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
に
つ
い
て
内
容
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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蛭
間
健
悟
「
平
家
物
語
「
実
盛
」
の
段
を
考
え
る
」

斎
藤
別
当
実
盛
は
、
平
家
物
語
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
全
国
的
に
名
前
の
知
ら
れ
た
武
将
で
す
。
し
か
し
、
知
名
度

に
比
し
て
、
実
盛
の
歴
史
的
な
実
態
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
た

の
が
本
稿
で
す
。

栗
原
健
一
「
大
正
期
に
お
け
る
妻
沼
聖
天
山
の
節
分
会
」

妻
沼
聖
天
山
は
、
年
間
を
通
し
て
多
く
の
行
事
が
あ
り
、
大
勢
の
信
者
や
観
光
客
を
集
め
て
い
ま
す
。
そ
の
内
の

一
つ
、
節
分
会
の
実
態
を
当
時
の
資
料
を
使
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
現
在
と
は
少
し
違
う
大
正
時
代
の
節
分

会
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

森
田
安
彦
「
妻
沼
地
域
の
絵
は
が
き
」

観
光
地
で
も
あ
る
妻
沼
で
は
、
昔
か
ら
風
景
絵
葉
書
が
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
絵
葉
書
は
一
種
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ

り
、
現
地
の
様
子
を
遠
方
に
知
ら
せ
る
機
能
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
本
稿
で
は
、
絵
葉
書
に
映
っ
て
い
る
も
の
を
解

説
す
る
こ
と
で
、
古
い
妻
沼
の
情
景
を
現
在
に
蘇
ら
せ
て
い
ま
す
。

仲
泉
剛
「
葛
和
田
の
繁
栄
　
～
葛
和
田
河
岸
の
復
元
的
考
察
～
」

葛
和
田
河
岸
は
、
妻
沼
村
よ
り
も
下
流
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
鉄
道
が
で
き
る
前
ま
で
は
、
繁
華
な
場
所
と
し
て

栄
え
て
い
ま
し
た
。
地
域
に
残
さ
れ
た
古
地
図
を
元
に
、
葛
和
田
に
ど
ん
な
人
が
住
ん
で
い
た
の
か
、
ど
ん
な
場
所
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だ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

矢
嶋
正
幸
「
明
治
四
三
年
の
大
水
害
に
よ
る
妻
沼
の
大
変
貌
　
～
災
害
伝
承
碑
か
ら
見
る
～
」

近
代
以
降
最
大
と
も
い
わ
れ
る
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
の
大
水
害
は
、
妻
沼
地
域
に
も
大
き
な
被
害
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。
妻
沼
地
域
に
は
、
災
害
の
様
子
を
伝
え
る
災
害
伝
承
碑
が
い
く
つ
も
立
っ
て
い
ま
す
。
災
害
伝
承
碑

を
元
に
、
被
災
地
が
ど
の
よ
う
に
復
興
し
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
い
き
ま
す
。

黛
千
羽
鶴
・
矢
嶋
正
幸
「
雑
俳
か
ら
見
る
妻
沼
低
地
の
民
俗
と
在
村
文
化
」

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、
妻
沼
地
域
の
農
村
で
は
頻
繁
に
句
会
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治

八
年
（
一
八
七
五
）
の
『
妻
沼
歓
喜
天
奉
額
』
に
記
さ
れ
た
雑
俳
を
も
と
に
、
当
時
の
年
中
行
事
や
生
活
の
様
子
を

復
元
し
て
い
き
ま
す
。

ど
の
論
考
も
地
域
に
根
差
し
た
深
い
洞
察
に
支
え
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
妻
沼
に
は
目
で
見
て
楽
し
め

る
建
築
物
や
行
事
な
ど
が
あ
っ
て
、
埼
玉
県
を
代
表
す
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
書
を
読

ん
で
か
ら
ま
た
妻
沼
を
歩
い
て
み
る
と
、
そ
れ
ま
で
見
過
ご
し
て
き
た
地
域
の
魅
力
に
き
っ
と
気
が
付
い
て
、
妻
沼

が
も
っ
と
好
き
に
な
る
は
ず
で
す
。
本
書
が
、
読
者
の
皆
さ
ん
が
妻
沼
の
魅
力
を
発
見
し
、
楽
し
む
た
め
の
一
冊
と

な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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は
じ
め
に

妻
沼
の
聖し
ょ
う
で
ん天さ
ま
を
開
い
た
「
実
盛
公
」
―
妻
沼
の
人
々
に
と
っ
て
、
平
安
時
代
末
期
の
武
将
斎
藤
実
盛
は
、
現

在
で
も
尊
敬
さ
れ
、
親
し
ま
れ
る
存
在
だ
。
こ
の
本
の
タ
イ
ト
ル
ど
お
り
、
妻
沼
の
人
々
の
実
盛
へ
の
想
い
は
、

八
〇
〇
年
を
越
え
て
「
今
に
つ
な
が
る
」
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
今
に
残
る
実
盛
の
伝
承
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
史
実
」（
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
、
起
こ
っ
た
こ
と
）
で
は

な
い
。
そ
の
没
後
か
ら
現
代
ま
で
の
長
い
年
月
に
新
た
に
創
作
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
本
の
他
の
テ
ー
マ
は
、
江
戸

～
昭
和
時
代
の
も
の
で
、
現
在
で
も
史
実
を
語
る
多
く
の
歴
史
資
料
が
残
る
。
し
か
し
、
八
〇
〇
年
以
上
も
経
過
し

た
実
盛
生
存
時
の
史
実
を
語
る
も
の
は
、
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
限
ら
れ
た
歴
史

資
料
か
ら
、
生
前
の
実
盛
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
　
史
実
の
実
盛
と
創
ら
れ
た
実
盛

1
　
全
国
に
残
る
実
盛
の
伝
承
　

図
1
は
、
日
本
全
国
に
残
る
実
盛
と
そ
の
子
供
た
ち
に
か
か
わ
る
史
跡
で
あ
る
。
こ
の
図
に
記
し
た
の
は
、
た
ま

た
ま
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
だ
け
で
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
あ
る
は
ず
だ
。
実
盛
の
本
拠
地
が
あ
っ
た
妻

沼
周
辺
と
生
地
で
あ
る
福
井
県
に
多
い
が
、
全
国
に
万ま
ん
べ
ん遍
な
く
広
が
っ
て
い
る
。
実
盛
や
そ
の
子
供
た
ち
が
、
全
国
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区
で
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

実
盛
の
子
、
斎
藤
五
・
斎
藤
六
兄
弟
に
つ
い
て
の
史

跡
も
多
い
。
こ
の
兄
弟
は
、『
平
家
物
語
』
で
、
平
家
最

期
の
嫡ち
ゃ
く
り
ゅ
う
流
（
実
際
は
違
う
）
平
た
い
ら
の	

六ろ
く
だ
い代
に
仕
え
る
若
武
者

と
し
て
、多
く
の
場
面
に
登
場
す
る
。
こ
の
六
代
を
弔
っ

て
斎
藤
五
・
六
兄
弟
が
創
建
に
関
わ
っ
た
と
す
る
お
寺
や

史
跡
も
多
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
史
跡
・
伝
承
か
ら
、
実
盛
や
そ

の
子
供
た
ち
の
史
実
を
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
れ
ら
の
多
く
が
、
実
盛
没
後
（
し
か
も
、
そ
の

多
く
が
江
戸
時
代
以
降
）
に
新
た
に
創
出
さ
れ
た
も
の
だ

か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
史
跡
・
伝
承
は
、
実

盛
が
そ
の
地
域
で
受
け
入
れ
ら
れ
、
長
く
人
々
に
継
承

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
証
明
す
る
重
要
な
歴
史
資
料
だ
。

た
だ
、
生
前
の
実
盛
の
足
跡
を
考
え
る
上
で
は
、
そ
の

ま
ま
参
考
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

妻沼聖天山
西野実盛塚
弥藤吾斎藤塚
西野斎藤塚
八ツ口長昌寺
永井太田能護寺 
　ほか（熊谷市）

宗光寺・万性寺
斎藤五・六墓（三原市）

実盛塚（西条市東予）

今井古城跡（港区赤坂）

実盛墓（宇佐市筌の口）

実盛坂・塚（文京区湯島）

待乳山聖天（台東区浅草）

六代松（沼津市）

託明寺（新発田市）

実盛縁起文
（久留米市）

大泉寺（盛岡市）

実盛神社（洲本市）

長与氏（実盛子孫）
（長与町）

実盛弟築碁盤嶽城跡
　　　　（益田市）

長井堤（台東区池之端）

古城（大津町）

実盛塚（福山市向永谷）

六代、斎藤五・六墓（松坂市嬉野）

瑞泉寺（新宮市）

妙覚寺（沼津市）
実盛墓（熱海市走湯山）

黒川条・実盛子孫（胎内市）

浄永寺・願楽寺（黒部市）

多太神社 実盛の兜（小松市）
篠原古戦場実盛塚、首洗池
鏡の池、専光寺（加賀市）

泰蔵院実盛供養塔（美浜町）
　　出生地 （敦賀市縄間）

実盛江（敦賀市金津町）

出生地、実盛池、堂、墓（鯖江市南井）
城山（あわら市清水町）

実盛甥開基  勝鬘寺（福井市）
長畝城、実盛堂、実盛池（坂井市長畝）

【図 1】 全国に残る斎藤実盛父子の史跡等
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2
　
実
盛
の
史
実
を
語
る
資
料

で
は
、
実
盛
の
史
実
を
探
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
資
料
を
見
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

一
番
頼
り
に
な
り
そ
う
な
資
料
は
、
実
盛
が
生
き
た
同
時
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
手
紙
や
裁
判
の
書
類
、
日

記
と
い
っ
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
実
盛
が
書
い
た
も
の
も
、
実
盛
あ
て
に
書
か
れ
た
も
の
も
、
一
つ
と
し
て
残
っ
て

い
な
い
。
文
中
に
、
実
盛
が
出
て
く
る
こ
と
さ
え
な
い
。

次
に
参
考
に
な
り
そ
う
な
の
は
、
没
後
あ
ま
り
時
を
置
か
ず
に
作
成
さ
れ
た
編
集
物
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
鎌

倉
幕
府
の
公
式
記
録
集
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
』
に
実
盛
が
二
か
所
だ
け
出
て
く
る
が
、
ど
ち
ら
も
わ
ず
か
数
行
の
断
片

的
な
記
事
だ
（
1
）。『
吾
妻
鏡
』
は
、
北
条
氏
が
実
権
を
握
っ
た
時
代
に
編
集
さ
れ
た
た
め
、
当
然
、
北
条
氏
が
良

く
書
か
れ
る
。
源
平
合
戦
で
、
そ
の
敵
方
（
平
家
方
）
だ
っ
た
実
盛
は
、

た
い
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

ほ
か
に
は
、
実
盛
没
後
か
ら
あ
ま
り
時
を
か
け
な
い
で
作
成
さ
れ
た
文

芸
作
品
が
あ
る
。
た
だ
し
、
文
芸
作
品
で
も
、
室
町
時
代
に
作
ら
れ
た
能

や
江
戸
時
代
の
歌
舞
伎
の
演
目
で
は
、
実
盛
の
時
代
か
ら
数
百
年
も
時
が

経
っ
て
か
ら
創
作
さ
れ
て
い
る
の
で
、
史
実
を
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

実
盛
の
没
後
か
ら
あ
ま
り
時
を
経
ず
に
、
そ
の
原
型
が
作
ら
れ
た
作
品
が

必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
実
盛
は
、
こ
の
時
代
の
武
将
と
し
て

は
豊
富
に
資
料
が
残
っ
て
い
る
。
源
平
合
戦
を
扱
っ
た
『
平
家
物
語
』
や
、

保
元
の
乱
・
平
治
の
乱
を
扱
っ
た
『
保
元
物
語
』・『
平
治
物
語
』
な
ど
だ
。

【図 2】　斎藤実盛銅像（妻沼聖天山）
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は
じ
め
に

毎
年
二
月
三
日
は
、
節
分
で
あ
る
。
節
分
と
い
え
ば
豆
ま
き
で
あ
る
が
、
近
年
で
は
、「
恵
方
巻
」
と
呼
ば
れ
る

太
巻
き
も
流
行
し
て
い
る
。
太
巻
き
は
、
恵
方
（
吉
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
方
角
で
、
干
支
に
よ
っ
て
毎
年
異
な
る
）
を

向
い
て
切
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
食
べ
る
と
、
一
年
に
わ
た
り
健
康
で
過
ご
せ
、
願
い
が
叶
う
と
さ
れ
る
。
大
阪
で
は
、

昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
は
巻
き
寿
司
の
売
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
平
成
に
入
っ
て
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
に
て
販
売
さ
れ
、
全
国
化
し
た
と
い
う
（
小
川
直
之
二
〇
一
八
）。

そ
も
そ
も
節
分
と
は
何
か
。
季
節
の
変
わ
り
目
を
指
し
、
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
の
前
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、

中
で
も
立
春
の
前
日
が
重
要
視
さ
れ
た
。
古
代
の
朝
廷
儀
式
か
ら
鬼
の
追
い
祓
い
が
行
な
わ
れ
、
室
町
時
代
か
ら
は

豆
ま
き
な
ど
も
な
さ
れ
て
き
た
（
阿
部
泉
二
〇
二
一
）。

江
戸
お
よ
び
近
郊
の
年
中
行
事
に
つ
い
て
ま
と
め
た
斎
藤
月
岑
編
『
東
都
歳
時
記
』
で
も
、
立
春
の
前
日
と
し
て

節
分
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
は
旧
暦
で
あ
っ
た
の
で
、
一
二
月
の
項
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
説
明
を

み
て
み
よ
う
（
朝
倉
治
彦
校
注
一
九
七
二
）。

【
史
料
1
】『
東
都
歳
時
記
』
一
二
月

　

〇
今
夜
尊
卑
の
家
に
て
熬い
り
ま
め豆
を
散う
ち

、
大ひ
ひ
ら
ぎ戟
鰯
の
頭
を
戸
外
に
挿さ

す
。
豆
を
ま
く
男
を
年
を
と
こ
と
い
ふ
。
今

夜
の
豆
を
貯
へ
て
、
初
雷
の
日
、
合
家
是
を
服
し
て
ま
じ
な
ひ
と
す
。
又
今
夜
い
り
豆
を
己
か
年
の
員
に
一
ツ

多
く
数
へ
て
是
を
服
す
。
世
俗
今
夜
を
年
越
と
い
ふ
。



第二章　大正期における妻沼聖天山の節分会

43

こ
れ
に
よ
る
と
、
各
家
で
は
煎
っ
た
豆
を
ま
き
、
ヒ
イ
ラ
ギ
に
鰯
の
頭
を
つ
け
て
屋
外
に
挿
し
た
。
ま
た
豆
を
ま

く
男
を
年
男
と
い
っ
た
。
こ
の
夜
に
は
、
煎
り
豆
を
自
分
の
年
齢
よ
り
一
つ
多
く
食
べ
、
こ
の
夜
を
年
越
し
と
い
っ

た
と
し
て
い
る
。
旧
暦
で
は
、
一
年
の
終
わ
り
の
日
が
節
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
二
月
三
日
と
は
日
程
が
異

な
っ
て
い
た
。
こ
の
説
明
の
後
に
『
東
都
歳
時
記
』
で
は
、
亀
戸
天
満
宮
追お
に
や
ら
い
儺
の
神
事
、
雑
司
ヶ
谷
鬼
子
母
神
堂

追つ
い
な儺
、
浅
草
寺
観
音
節
分
会
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
節
分
に
つ
い
て
、
妻
沼
聖
天
山
で
は
、
現
代
で
も
年
中
行
事
の
一
つ
と
し
て
盛
大
に
行
な
わ
れ
て
い

る
（
コ
ロ
ナ
禍
で
は
中
止
さ
れ
た
）。
し
か
し
な
が
ら
、
妻
沼
聖
天
山
の
節
分
会
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
な
検
討
は
あ

ま
り
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
今
に
つ
な
が
る
妻
沼
の
歴
史
」
と
し
て
、
妻

沼
聖
天
山
の
節
分
会
に
つ
い
て
二
つ
の
視
点
か
ら
歴
史
的
に
そ
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
二
つ
の
視
点
と
は
、

す
な
わ
ち
参
加
者
か
ら
の
視
点
と
運
営
者
か
ら
の
視
点
で
あ
る
。
な
お
、
検
討
す
る
時
代
と
し
て
は
、
比
較
的
史
料

の
ま
と
ま
っ
て
遺
さ
れ
て
い
る
大
正
期
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。

一
　
妻
沼
聖
天
山
の
概
要
　

1
　
国
宝
　
歓
喜
院
聖
天
堂

妻
沼
聖
天
山
は
、
歓
喜
院
の
寺
伝
に
よ
る
と
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
に
斎
藤
実
盛
の
守
り
本
尊
の
大
聖
歓
喜

天
を
祀
っ
て
長
井
荘
の
総
鎮
守
と
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
と
さ
れ
る（
熊
谷
市
教
育
委
員
会
編
二
〇
一
六
）。
聖
天
堂
は
、
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火
事
な
ど
の
被
害
で
何
度
か
再
建
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
が
、
現
在
の
建
物
は
宝
暦
一
〇
年
（
一
七
六
〇
）
に
完
成

し
た
も
の
で
あ
る
。
大
工
棟
梁
は
林
兵
庫
正
清
で
、
再
建
を
企
画
し
て
職
人
た
ち
を
集
め
、
集
金
ま
で
行
な
っ
た
。

工
事
は
、
寛
保
の
大
水
害
な
ど
に
よ
り
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
大
工
棟
梁
の
正
清
も
死
去
し
、
子
の
正
信
が
大
工

棟
梁
を
引
き
継
い
で
、
色
鮮
や
か
な
彫
刻
で
埋
め
つ
く
さ
れ
た
壮
麗
な
建
物
を
完
成
さ
せ
た
。
工
事
開
始
か
ら
二
五

年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
聖
天
堂
は
、
榛
名
神
社
社
殿
（
現
、
群
馬
県
高
崎
市
）
な
ど
、
後
の
北
関
東
の
建
築
へ
大
き
な

影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。ま
た
、こ
の
建
物
は
妻
沼
地
域
を
中
心
と
し
た
庶
民
た
ち
の
出
金
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

こ
の
歓
喜
院
聖
天
堂
は
、
修
復
工
事
を
経
て
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
に
国
宝
指
定
さ
れ
た
。
享
保
二
〇
年

（
一
七
三
五
）
か
ら
宝
暦
一
〇
年
（
一
七
六
〇
）
に
か
け
て
林
兵
庫
正
清
・
正
信
ら
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
、
彫
刻
技
術

の
高
さ
や
漆
の
使
い
分
け
な
ど
の
高
度
な
技
術
か
ら
、
近
世
装
飾
建
築
の
頂
点
を
な
す
建
物
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
民
衆
の
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
点
か
ら
も
、文
化
史
上
高
い
価
値
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。「
江

戸
時
代
建
築
の
分
水
嶺
」
と
も
い
わ
れ
、
江
戸
後
期
装
飾
建
築
の
代
表
例
と
さ
れ
て
い
る
。
歓
喜
院
聖
天
堂
の
国
宝

指
定
は
、
建
造
物
と
し
て
は
埼
玉
県
初
の
国
宝
で
、
熊
谷
市
と
し
て
は
初
の
国
宝
指
定
で
あ
っ
た
。

こ
の
他
、
妻
沼
聖
天
山
の
建
築
に
は
、
国
重
要
文
化
財
の
貴
惣
門
が
あ
る
。
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
林
正
清

の
子
孫
で
あ
る
林
正
道
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、全
国
に
四
例
し
か
な
い
特
殊
な
屋
根
の
形（
三
つ
重
な
る
破は

ふ風
）を
も
っ

た
建
築
で
あ
る
。
門
に
は
、熊
谷
市
指
定
文
化
財
の
中
門（
江
戸
時
代
初
期
の
建
築
）、仁
王
門（
明
治
二
七
年〈
一
八
九
四
〉

再
建
）
が
あ
り
、
仁
王
門
の
仁
王
像
か
ら
は
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
の
胎
内
札
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
、

五
社
大
明
神
（
天
明
三
年
〈
一
七
八
三
〉
の
竣
工
）、
天
神
社
（
天
明
五
年
〈
一
七
八
五
〉
の
竣
工
）、
荒
神
社
（
天
明
七
年
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〈
一
七
八
七
〉
の
竣
工
）、閼
伽
井
堂
（
江
戸
時
代
後
期
の
建
築
カ
）、籠
堂
（
明
治
一
二
年
〈
一
八
七
九
〉
の
竣
工
）、鐘
楼
（
宝

暦
一
一
年
〈
一
七
六
一
〉
竣
工
）
な
ど
、
数
々
の
名
建
築
が
伝
存
し
て
い
る
。

ま
た
、
建
築
以
外
に
も
妻
沼
聖
天
山
に
は
多
く
の
文
化
財
が
あ
る
。
秘
伝
本
尊
錫
杖
頭
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）、「
紵

絲
斗
帳
」（
埼
玉
県
指
定
有
形
文
化
財
）、
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
の
「
鋳
銅
製
鰐
口
」（
埼
玉
県
指
定
有
形
文
化
財
）、
永
禄

八
年
（
一
五
六
五
）
の
銅
製
仏
供
杯
、寺
門
静
軒
筆
「
妻
沼
八
景
の
詩
画
幅
」（
熊
谷
市
指
定
文
化
財
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

2
　
妻
沼
聖
天
山
の
年
中
行
事

こ
こ
で
、
妻
沼
聖
天
山
に
お
け
る
現
代
の
年
中
行
事
に
つ
い
て
、
概
観
し
て
お
こ
う
（
熊
谷
市
教
育
委
員
会
編

二
〇
一
四
）。

〔
一
月
〕　

元
旦　
　
　
　
　

初
詣

　
　
　
　

～
七
日　
　
　
　

新
年
特
別
祈
祷

　
　
　
　

一
八
日　
　
　
　

聖
天
様
の
初
縁
日

〔
二
月
〕　

三
日　
　
　
　
　

節
分
（
年
男
豆
ま
き
）

	

　

一
五
日　
　
　
　

		

涅
槃
会

〔
三
月
〕　

第
二
土
・
日
曜　

浴
油
万
人
講

　
　
　
　

一
八
～
二
四
日　

春
彼
岸

　
　
　
　

二
一
日　
　
　
　

正
御
影
供

〔
四
月
〕　

一
八
～
一
九
日　

春
季
大
縁
日
（
聖
天
山
の
春
祭
り
）
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二
四
日　
　
　
　

摩
多
利
神
社
春
季
祭
礼

〔
五
月
〕　　

八
日　
　
　
　
　

花
ま
つ
り

　
　
　
　
　

二
一
日　
　
　
　

実
盛
忌
法
要

〔
七
月
〕　　

二
〇
～
二
六
日　

土
用
特
別
祈
祷

〔
八
月
〕　　

一
三
～
一
六
日　

お
盆
（
盂
蘭
盆
会
）

〔
九
月
〕　　

二
〇
～
二
六
日　

秋
彼
岸

〔
一
〇
月
〕　

一
八
～
一
九
日　

秋
季
大
縁
日
（
聖
天
山
の
秋
祭
り
）

　
　
　
　
　

二
四
日　
　
　
　

摩
多
利
神
社
秋
季
祭
礼

〔
一
一
月
〕　

一
五
日　
　
　
　

七
五
三
祈
願
祭

〔
一
二
月
〕　

八
日　
　
　
　
　

成
道
会

	

　
　

		

二
二
日　
　
　
　

星
祭
厄
除
祈
願
祭

	

　
　

		

大
晦
日　
　
　
　

除
夜
の
鐘

妻
沼
聖
天
山
で
は
、
元
旦
の
初
詣
に
は
じ
ま
り
、
大
晦
日
の
除
夜
の
鐘
ま
で
、
毎
月
の
よ
う
に
行
事
が
あ
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
。
節
分
は
、
毎
年
二
月
三
日
に
行
な
わ
れ
、
篤
信
者
（
信
仰
の
あ
つ
い
人
）
や
講
中
有
志
の
者
た
ち

が
年
男
と
し
て
奉
仕
を
し
、
参
詣
者
へ
は
豆
ま
き
が
行
な
わ
れ
て
い
る
（【
写
真
1
】）。

ま
た
、
妻
沼
の
住
民
へ
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
節
分
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
熊
谷

市
教
育
委
員
会
編
二
〇
一
四
）。

＊
煎
っ
た
豆
を
一
升
桝
に
入
れ
、
家
の
戸
障
子
を
開
け
放
し
、
神
棚
、
仏
様
、
床
の
間
、
お
勝
手
、
便
所
な
ど
に
、
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【写真 1】現代の妻沼聖天山節分会（熊谷市教育委員会編 2014）

大
声
で
「
福
は
内
、
鬼
は
外
」
と
い
い
、
豆
を
ま
く
。

外
へ
出
て
、
ウ
ジ
ガ
ミ
サ
マ
、
ク
ル
ワ
の
稲
荷
様
、
聖

天
様
、
大
我
井
神
社
に
行
き
、
豆
ま
き
を
す
る
。
残
っ

た
豆
は
福
茶
と
し
て
の
み
、
残
り
を
保
存
し
て
お
き
、

初
雷
の
時
に
雷
除
け
と
し
て
食
べ
る
（
妻
沼
池
ノ
上
）。

＊
聖
天
様
の
五
人
講
で
順
番
に
代
参
し
、
お
札
と
福
豆
を

請
け
て
き
て
分
配
す
る
（
妻
沼
上
町
）。

＊
聖
天
様
の
節
分
講
に
参
り
、
お
札
と
福
豆
を
い
た
だ
き

神
棚
に
供
え
る
。
焼
い
た
イ
ワ
シ
の
頭
を
ヒ
イ
ラ
ギ
の

枝
に
挿
し
玄
関
脇
に
と
り
つ
け
る
。
夜
、
福
豆
で
豆
ま

き
を
す
る
。
家
族
は
自
分
の
年
だ
け
豆
を
食
べ
、
豆
の

入
っ
た
福
茶
を
い
た
だ
く
（
妻
沼
仲
町
）。

こ
の
よ
う
に
、
妻
沼
の
住
民
た
ち
に
と
っ
て
、
節
分
と
い

う
行
事
は
、
い
く
つ
か
の
か
た
ち
が
み
ら
れ
る
が
、
妻
沼
聖

天
山
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
大
正
期
に
お
け
る
妻
沼
聖
天
山
の
節
分
会

は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
み
て
い
き
た
い
。
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