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凡例
１　本書は、市ゆかりの人物に関する基本文献に相当する関係資料をまとめ、それ
　らの関係資料を基礎にして、当該人物の叙述を試みたものです。
２　本書は、原則として三部構成になっています。
　①　当該人物の概要が理解できるように平易に叙述した専門家の寄稿文
　②　当該人物に関する関係資料を現代的な言葉で意訳した現代語訳
　③　当該人物に関する関係資料の本文（原漢文については訓読体で表記）
３　本書は、久喜市ゆかりの人物に関する一般的な読み物と、当該人物に関する基
　本文献に相当する関係資料を整理した資料集に相当するものです。
４　本書の刊行に当たり、次の方々にご協力をいただきました。ここに記してお礼
　申し上げます（敬称略）。
　　　久喜市商工会、久喜市立郷土資料館、国立公文書館、国立国会図書館、
　　　埼玉県立文書館、静御前遺跡保存会、武田庸二郎、村山廣
５　本書内では、「静御前」を「静女」と表記することがあります。読みは、和文で
　は「しずか」と、漢文では「せいじょ」と読んでください。

表紙右

静女之墳図（『甲子夜話続編7』（平凡社・東洋文庫）266頁）

表紙左

静女之墳（『光了寺記念絵はがき』・個人蔵）
　この写真は、大正7年から昭和8年までの間に発行された『光了寺記念絵はがき』
の中の一枚。

　12代将軍徳川家慶（いえよし）が日光社参をする時に架けられた船橋の様子を描いた瓦
版（天保14年）を、明治時代以降に写したもの。左下部に大杉と石碑も紹介されていて、
1843年頃には目印として意識されていたことがわかる。

裏表紙

静女古墳図
（『新編武蔵国風土記稿　葛飾郡　巻之三十八』・国立公文書館蔵）

　杉の大木の左下に「静女之墳」の石碑が、右下に「坐泉の句碑」が描かれている。
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静御前 1

寄稿（白井哲哉氏）

　

み
な
さ
ん
は
静
御
前
と
い
う
人
を
御
存
知
で
す
か
。

　

静
御
前
を
知
ら
な
く
て
も
、
源

み
な
も
と
の
よ
し
つ
ね

義
経
は
み
ん
な
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

源
義
経
は
平
安
時
代
の
終
わ
り
頃
を
生
き
た
人
物
で
、
鎌か

ま
く
ら倉
幕ば

く
ふ府
を
開
い

た
源

み
な
も
と
の
よ
り
と
も

頼
朝
の
弟
に
あ
た
り
ま
す
。
幼
い
頃
は
牛う

し
わ
か
ま
る

若
丸
と
呼
ば
れ
、
京
都
五
条

の
橋
の
上
で
武む

さ
し
ぼ
う

蔵
坊
弁べ

ん
け
い慶

を
負
か
し
て
家
来
に
従
え
た
と
伝
え
ま
す
。
源
氏

と
平
家
の
合
戦
で
、
義
経
は
頼
朝
の
命
に
よ
り
平
家
追
討
の
総
大
将
と
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
一い

ち
の
た
に

ノ
谷
（
兵
庫
県
神こ

う

べ

し

戸
市
）
や
屋や

し
ま島

（
香
川
県
高た

か
ま
つ
し

松
市
）

な
ど
で
戦
功
を
挙
げ
、
文ぶ

ん
じ治
元
年
（
一
一
八
五
）
三
月
に
壇だ

ん
の
う
ら

ノ
浦
（
山
口
県

下し
も
の
せ
き
し

関
市
）
で
平
家
一
門
を
滅
亡
さ
せ
て
京
都
に
凱が

い
せ
ん旋

し
ま
し
た
。

　

し
か
し
そ
の
後
は
頼
朝
に
疎う

と

ま
れ
、
妻
子
や
弁
慶
な
ど
の
家
来
と
東
北
へ

逃
げ
ま
し
た
。
陸む

つ
の
く
に

奥
国
平ひ

ら
い
ず
み泉

（
岩
手
県
平ひ

ら
い
ず
み
ち
ょ
う

泉
町
）
の
奥お

う
し
ゅ
う州

藤
原
氏
の
元
へ
身

を
寄
せ
ま
し
た
が
、
文ぶ

ん
じ治
五
年
（
一
一
八
九
）
閏

う
る
う

四
月
に
そ
の
藤
原
氏
の
軍

勢
に
襲
撃
さ
れ
妻
子
と
自
害
し
ま
し
た
。
義
経
と
運
命
を
共
に
し
た
正
妻
の

　
　
　
静し

ず
か
ご
ぜ
ん

御
前
は
ど
ん
な
人
か

舞衣を着て舞う静御前
（『晩進魯（ばんしんろ）筆　閑窓瑣談　巻之一』・
国立公文書館蔵）
　「第二　安宅の関并ニ静女の古跡」の
中の挿絵。この絵には、「日光道中中田驛
なる岩松山光龍寺の什物静女ケ舞衣の形
を其儘にうつせしなり」という文が添えられ
ている。



静御前2

寄稿（白井哲哉氏）

郷ご
う

御ご
ぜ
ん前
は
、
武む

さ
し
の
く
に

蔵
国
河か

わ
ご
え
の
し
ょ
う

越
庄
（
埼
玉
県
川か

わ

 ご
え

 し

越
市
）
の
領
主
だ
っ
た
河
越
氏
の

一
族
で
す
。

　

静
御
前
は
、
京
都
に
い
た
頃
の
義
経
が
最
も
愛
し
た
白し

ら
び
ょ
う
し

拍
子
で
、
義
経
へ

の
想
い
を
貫
き
通
し
た
女
性
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

白
拍
子
と
は
、
白
い
水す

い
か
ん干
（
男
性
の
服
装
）
と
烏え

ぼ

し

帽
子
（
男
性
の
袋
状
の

帽
子
）
を
身
に
つ
け
て
神
仏
に
舞
を
奉
納
す
る
女
性
の
芸
能
者
で
す
。
ま
た

武
士
た
ち
の
酒し

ゅ
え
ん宴

に
招
か
れ
て
お
酌し

ゃ
く

を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
白
拍
子

の
創
始
者
で
あ
る
磯

い
そ
の

禅ぜ
ん
じ師

は
、
静
御
前
の
母
で
も
あ
り
ま
す
。

　

静
御
前
が
歴
史
上
に
登
場
す
る
の
は
文ぶ

ん
じ治

元
年
（
一
一
八
五
）
で
す
。

十
一
月
に
京
都
を
脱
出
し
た
直
後
の
義
経
は
静し

ず
か女
を
連
れ
て
い
ま
し
た
が
、

吉よ
し
の
や
ま

野
山
（
奈
良
県
吉よ

し
の
ち
ょ
う

野
町
）
で
静
女
と
別
れ
ま
し
た
。
静
女
は
直
ち
に
捕
ら

え
ら
れ
、
鎌
倉
へ
送そ

う
ち致

さ
れ
て
翌
文ぶ

ん
じ治

二
年
（
一
一
八
六
）
三
月
に
幕
府
か

ら
義
経
の
行ゆ

く
え方

を
尋
問
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
静
女
は
答
え
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
白
拍
子
と
し
て
の
静
女
の
名
声
を
知
る
頼
朝
と
妻
の
北ほ

う
じ
ょ
う条
政ま

さ
こ子
は
、

静
女
に
鶴つ

る
が
お
か岡
八は

ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
で
舞
を
奉
納
す
る
よ
う
命
じ
ま
す
。
固
辞
し
続
け
た
静

源頼朝の前で舞う静御前（『義経記　巻第六』・国立公文書館蔵）
　梶原正昭氏の新編日本古典文学全集62『義経記（ぎけいき）』（小
学館）には、この挿絵に、「頼朝の面前で舞わせられる計略にはまった
ことをさとった静は、女の意地とばかりに、夫義経を慕う歌を唱い、頼
朝を激怒させる」という説明を付している。



静御前 3

寄稿（白井哲哉氏）

女
で
す
が
、
つ
い
に
同
年
四
月
に
舞
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
静
女
が
「
吉よ

し
の
や
ま

野
山　

峯み
ね

の
白し

ら
ゆ
き雪
踏ふ

み
分わ

け
て　

入い

り
に
し
人ひ

と

の
跡あ

と

ぞ
恋こ

い

し
き
」「
し
ず
や
し
ず　

し

ず
の
お
だ
ま
き
繰く

り
返か

え

し　

昔む
か
し

を
今い

ま

に
な
す
よ
し
も
が
な
」
と
義
経
を
慕
う

和
歌
を
歌
っ
た
こ
と
、
激
怒
し
た
頼
朝
を
政
子
が
い
さ
め
た
こ
と
は
、
日
本

歴
史
上
の
名
場
面
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
こ
の
時
、
静
女
の
身
に
は
義
経
の
子
が
宿
っ
て
い
て
、
七
月
に
男
子

を
出
産
し
ま
し
た
。
し
か
し
女
子
な
ら
命
を
助
け
る
、
男
子
な
ら
殺
す
と
幕

府
は
決
め
て
い
た
の
で
、
泣
き
叫
ぶ
静
女
か
ら
子
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
そ

の
後
の
静
女
は
母
の
磯
禅
師
と
一
緒
に
九
月
に
京
都
へ
返
さ
れ
ま
し
た
。
静

女
の
生
没
年
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

静
御
前
を
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
若
い
人
で
も
、
マ
ン
ガ
『
ド
ラ
え
も
ん
』

に
登
場
す
る
「
し
ず
か
ち
ゃ
ん
」
は
知
っ
て
い
ま
す
ね
。
実
は
、
彼
女
の
本

名
は
「
源

み
な
も
と

静し
ず
か香

」。「
し
ず
か
ち
ゃ
ん
」
と
は
静
御
前
に
あ
や
か
っ
た
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
だ
っ
た
の
で
す
。

キャラクターとして描かれた
静御前と源義経
（久喜市商工会提供）
　久喜市商工会が、平成27年に設置した顔出し看板。

『吾妻鏡　六』
（国立公文書館蔵）



静御前4

寄稿（白井哲哉氏）

　

い
ま
述
べ
て
き
た
静
御
前
の
生
涯
は
、『
吾あ

ず
ま妻
鏡か

が
み
』
と
『
平へ

い
け家
物も

の
が
た
り語
』
に

見
ら
れ
る
記
述
に
基
づ
い
た
話
で
す
。

　
『
吾
妻
鏡
』
は
鎌
倉
幕
府
の
公
式
な
歴
史
書
で
十
三
世
紀
末
頃
の
編
さ
ん
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
静
女
の
話
が
豊
富
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
つ
に
酒
宴

に
お
け
る
鎌
倉
武
士
と
の
会
話
が
あ
り
ま
す
。
酔
っ
た
武
士
が
静
女
に
卑ひ

わ
い猥

な
発
言
を
し
た
と
こ
ろ
、
静
女
は
涙
を
流
し
て
「
頼
朝
の
弟
で
あ
る
義
経
に

愛
さ
れ
た
私
と
、
貴あ

な
た方

の
よ
う
な
一
般
の
武
士
が
対
面
す
る
な
ど
、
本
来
は

あ
り
得
な
い
」
と
言
い
放
っ
た
そ
う
で
す
。
義
経
を
慕し

た

う
気き

ぐ
ら
い位
の
高
い
静
女

の
性
格
を
う
か
が
わ
せ
る
場
面
で
す
。

　
『
平
家
物
語
』
は
平
家
一
門
の
栄
華
と
滅
亡
を
綴
っ
た
軍ぐ

ん
き記

物
語
で
、
本

文
中
に
多
く
の
古こ

も
ん
じ
ょ

文
書
を
収
録
す
る
こ
と
が
あ
り
、
十
三
世
紀
前
半
頃
の
成

立
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
頼
朝
か
ら
義
経
追
討
の
命
を
受
け
た

僧
の
土と

さ
の
ぼ
う

佐
坊
昌し

ょ
う
し
ゅ
ん
俊
が
、
京
都
堀ほ

り
か
わ川
の
義
経
館
を
襲
撃
す
る
話
が
見
ら
れ
ま

　
　
　
歴
史
書
や
歴
史
文
学
に
描
か
れ
た
静
御
前

『吾妻鏡　六』
（国立公文書館蔵）
　文治2年4月8日条。
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す
。
こ
の
と
き
静
女
は
大
通
り
に
武む

し
ゃ者
が
大
勢
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

き
、彼
女
の
判
断
で
目
立
た
ぬ
よ
う
下げ

じ
ょ女
に
外
の
様
子
を
探
ら
せ
ま
す
。
帰
っ

て
き
た
下
女
は
昌
俊
の
宿
所
で
合
戦
の
準
備
が
整
っ
て
い
る
と
報
告
し
ま
し

た
。
静
女
は
鎧よ

ろ
い

や
具ぐ

そ
く足
を
取
っ
て
義
経
に
投
げ
る
よ
う
に
着
せ
か
け
、
合
戦

の
準
備
を
促う

な
が

し
た
そ
う
で
す
。
聡
明
で
困
難
に
立
ち
向
か
う
芯
の
強
い
性
格

と
し
て
静
女
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
、
十
四
世
紀
前
半
の
成
立
と
さ
れ
る
源
義
経
の
一
代
記
を
描

い
た
軍
記
物
語
『
義ぎ

け

い

き

経
記
』
で
は
少
し
違
う
静
女
の
様
子
を
載
せ
ま
す
。
た

と
え
ば
先
に
紹
介
し
た
土
佐
坊
昌
俊
に
よ
る
義
経
館
襲
撃
の
場
面
で
、『
平

家
物
語
』
と
同
じ
く
静
女
は
下
女
を
遣
し
ま
す
が
、『
義
経
記
』
で
昌
俊
は

下
女
を
殺
し
て
義
経
の
館
に
夜
襲
を
か
け
ま
す
。
敵
勢
の
鬨と

き

の
声
に
驚
い
て

目
が
覚
め
た
静
女
は
傍か

た
わ

ら
で
寝
て
い
た
義
経
を
ゆ
り
起
こ
し
、
寝し

ん
ぐ具

の
上
か

ら
鎧
や
具
足
を
投
げ
か
け
て
「
敵
が
攻
め
て
き
ま
し
た
」
と
告
げ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
義
経
は
「
あ
わ
れ
な
女
の
心
は
け
し
か
ら
ん
、
昌
俊
が
攻
め
て

き
た
の
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
と
描
か
れ
ま
す
。
こ
こ
で
の
静
女
は
敵
の
襲
撃

『平家物語　巻第十二』
（国立公文書館蔵）
「土佐房被レ斬」の一部。
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に
動
揺
す
る
弱
い
性
格
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
『
義
経
記
』
に
よ
れ
ば
、
京
都
に
戻
っ
た
静
女
は
す
っ
か
り
気
落
ち
し
て

出
家
し
、
翌
年
に
二
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
の
こ
と
。
実
際
の
静
女
の
経
歴

を
考
え
る
と
、
少
し
若
過
ぎ
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
・
・
。

　

こ
の
よ
う
に
『
吾
妻
鏡
』『
平
家
物
語
』
と
『
義
経
記
』
で
静
女
の
様
子

が
異
な
る
背
景
に
は
、
時
代
ご
と
の
女
性
観
が
変
化
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

後
の
時
代
で
描
か
れ
る
静
女
の
イ
メ
ー
ジ
は
、『
義
経
記
』
の
影
響
を
受

け
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
江
戸
時
代
の
延え

ん
き
ょ
う享

四
年
（
一
七
四
七
）

に
初し

ょ
え
ん演
さ
れ
た
人
形
浄じ

ょ
う
る
り

瑠
璃
・
歌か

ぶ

き

舞
伎
作
品
『
義よ

し
つ
ね経
千せ

ん
ぼ
ん
ざ
く
ら

本
桜
』
で
、
静
女
は

京
都
を
脱
出
す
る
義
経
に
自
分
も
つ
い
て
行
き
た
い
と
言
っ
て
聞
か
ず
、
と

う
と
う
木
に
縛し

ば

り
付
け
ら
れ
て
置
き
去
り
に
さ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
『
義
経
記
』
は
も
う
一
つ
、
静
女
の
重
要
な
登
場
場
面
を
載
せ

て
い
ま
す
。
後ご

し
ら
か
わ

白
河
法ほ

う
お
う皇
の
時
代
、
百
年
に
一
度
と
い
わ
れ
賀か

も

が

わ

茂
川
も
干ひ

あ上

が
る
ほ
ど
の
旱か

ん
ば
つ魃
が
京
都
を
襲
い
ま
し
た
。
朝
廷
は
比ひ

え
い
ざ
ん

叡
山
延え

ん
り
ゃ
く
じ

暦
寺
や
奈
良

『義経記　巻第六』（国立公文書館蔵）
　「静若宮八幡宮へ参詣の事」の一部。
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東と
う
だ
い
じ

大
寺
な
ど
か
ら
高こ

う
そ
う僧
を
集
め
、
平へ

い
あ
ん
き
ょ
う

安
京
の
大
庭
園
で
あ
っ
た
神し

ん
せ
ん
え
ん

泉
苑
の

池ち
は
ん畔
で
雨あ

ま
ご乞
い
祈き

と
う祷
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
容
姿
端
麗
な
白
拍
子
一
百
人
を

集
め
、
う
ち
九
十
九
人
が
雨
乞
い
祈
祷
の
舞
を
行
い
ま
し
た
。
し
か
し
ど
ち

ら
も
雨
は
降
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
最
後
に
静
女
が
一
人
で
舞
う
と
、
た
ち
ま
ち
黒
雲
が
湧わ

い
て
稲

妻
が
走
り
大
雨
が
三
日
間
降
り
続
け
ま
し
た
。
法
皇
は
静
女
の
舞
を
「
日
本

一
」
と
賞
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
話
は
、
後
に
静
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
雨

や
水
と
結
ぶ
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

　
『
吾
妻
鏡
』
や
『
義
経
記
』
で
は
京
都
に
帰
っ
た
と
さ
れ
る
静
御
前
で
す
が
、

実
は
日
本
各
地
に
静
女
の
伝
承
が
数
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

全
国
の
静
御
前
伝
承
を
調
査
研
究
し
た
内
藤
浩ひ

ろ
よ譽
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
静

御
前
の
伝
承
は
大
き
く
三
つ
に
分
類
で
き
る
そ
う
で
す
。
第
一
は
、
京
都

　
　
　
久
喜
地
域
に
伝
わ
る
静
御
前
の
伝
承

内藤浩譽著『静御前の伝承と文芸』
（國學院大學大学院研究叢書　文学研究科13）
　日本全国に残る静御前伝承を幅広く収集し、静御前伝承を類型的
に整理するとともに、伝承地が水にまつわる内容や所在地という点で
共通していることを指摘。
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へ
戻
っ
た
静
女
の
余
生
を
伝
え
る
【
西
日
本
型
】
で
す
。
静
女
の
母
で
あ

る
磯
禅
師
の
出
身
は
大や

ま
と
の
く
に

和
国
磯い

そ
の野
（
奈
良
県
大や

ま

と

た

か

だ

し

和
高
田
市
）
と
も
讃さ

ぬ
き
の
く
に

岐
国

小こ
い
そ磯
（
香
川
県
東
か
が
わ
市
）
と
も
言
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
地
を
中
心
に
伝

承
が
残
り
ま
す
。

　

第
二
は
、
鎌
倉
を
去
っ
た
静
女
が
京
都
に
戻
ら
ず
に
義
経
の
後
を
追
っ

た
足
跡
を
伝
え
る
【
東
日
本
型
】
で
す
。
鏡
が
池
と
亀
井
の
水
（
栃
木
県

宇う
つ
の
み
や
し

都
宮
市
）、
美び

じ
ょ
が
い
け

女
池
と
静
御
前
堂
（
福
島
県
郡こ

お
り
や
ま
し

山
市
）、
静
御
前
の
泉
と
墓

（
宮
城
県
仙せ

ん
だ
い
し

台
市
）、
静
御
前
の
墓
（
新
潟
県
長な

が
お
か
し

岡
市
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

第
三
は
、
実
は
平
泉
で
死
な
ず
北
海
道
を
目
指
し
た
義
経
を
追
っ
て
い

く
静
女
の
足
跡
を
伝
え
る
【
平
泉
以
北
型
】
で
す
。
鈴す

ず
がヶ
神
社
（
岩
手
県

宮み

や

こ

し

古
市
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

埼
玉
県
久
喜
市
か
ら
茨
城
県
古こ

が

し

河
市
に
か
け
て
の
地
域
（
以
下
、
久
喜
地

域
と
呼
び
ま
す
）
は
、
最
も
広
く
知
ら
れ
た
【
東
日
本
型
】
の
静
女
の
伝
承

が
伝
わ
る
地
で
す
。
今
で
は
利
根
川
で
二
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
十
七

世
紀
始
め
に
江え

ど戸
幕
府
が
河
道
改
修
を
行
う
前
は
地
続
き
の
土
地
で
し
た
。

光了寺（『光了寺記念絵はがき』・個人蔵）
　この写真は、大正7年から昭和
8年までの間に発行された『光了寺
記念絵はがき』の中の一枚。
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久
喜
地
域
の
静
御
前
伝
承
に
つ
い
て
、
中な

か
だ田
（
古
河
市
）
の
光こ

う
り
ょ
う
じ

了
寺
が

文ぶ
ん
せ
い政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
改
版
し
た
『
静し

ず
か女
蛙あ

ま
り
ょ
う

蟆
竜
舞の

ぶ
い衣
略り

ゃ
く
え
ん
ぎ

縁
記
』
で
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

　

光
了
寺
は
、
古
利
根
川
と
渡
良
瀬
川
が
交
差
す
る
武む

さ
し
の
く
に

蔵
国
高た

か
や
な
ぎ柳
（
久
喜

市
）
に
あ
っ
た
天て

ん
だ
い
し
ゅ
う

台
宗
の
高
柳
寺
に
始
ま
り
、
建け

ん
ぽ
う保
年
間
（
一
二
一
三
～

一
二
一
九
）
に
当
時
の
住じ

ゅ
う
じ持

が
親し

ん
ら
ん鸞

に
帰き

え依
し
て
浄じ

ょ
う
ど土

真し
ん
し
ゅ
う宗

光
了
寺
に
改
め

た
と
伝
え
ま
す
。
そ
の
後
、
一
説
に
寺
は
元も

と
く
り
は
し

栗
橋
（
茨
城
県
五ご

か

ま

ち

霞
町
）
へ
移

転
し
、
さ
ら
に
渡
良
瀬
川
に
接
す
る
中
田
へ
移
り
、
先
に
述
べ
た
利
根
川
の

河
道
改
修
の
際
も
境
内
が
移
動
さ
せ
ら
れ
、
日
光
道
中
の
宿
場
沿
い
の
現
在

の
地
に
落
ち
着
き
ま
し
た
。
親
鸞
作
と
伝
え
る
木も

く
ぞ
う造
聖
徳
太
子
立り

ゅ
う
ぞ
う像
（
茨
城

県
指
定
文
化
財
）
を
蔵
し
ま
す
。

　

さ
て
鎌
倉
を
去
っ
た
静
女
は
、
義
経
の
行
方
を
捜
す
た
め
琴こ

と
じ柱

と
い
う

侍じ
じ
ょ女

を
連
れ
て
東
北
へ
向
か
い
ま
し
た
。
下し

も
う
さ
の
く
に

総
国
下し

も

へ

み

辺
見
（
古
河
市
）
ま
で

来
た
と
き
、
静
女
は
往
来
の
人
か
ら
義
経
が
平
泉
で
亡
く
な
っ
た
と
聞
き
ま

し
た
。
悲ひ

た
ん嘆
に
く
れ
た
静
女
は
悩
ん
だ
末
、
出し

ゅ
っ
け家
し
て
義
経
の
菩ぼ

だ
い提
を
弔と

む
ら

う

文政9年版
『静女蛙蟆竜舞衣
略縁記』
（「足立家文書」№825・埼
玉県立文書館蔵）
　光了寺の縁記という
ことで従来から知られ
ているものの一つ。21
世釈西明が、文政9年
に改版した理由を末書
きしている。
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こ
と
を
決
意
し
て
橋
を
渡
り
前ま

え
ば
や
し林
（
古
河
市
）
に
向
か
い
ま
し
た
。
こ
の

橋
は
「
思し

あ
ん
ば
し

案
橋
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
前
林
に
着
い
た
静
女
は
、
道
筋
の
印し

る
し

に

す
る
た
め
傍
ら
の
柳
の
枝
を
結
ん
で
京
都
を
目
指
し
ま
し
た
。
こ
の
地
を

「
静し

ず
か
え帰
」
と
呼
び
ま
す
。

　

そ
こ
か
ら
伊い

さ
か坂
（
久
喜
市
）
ま
で
た
ど
り
着
い
た
静
女
で
す
が
、
こ
の
地

で
旅
の
疲
れ
か
ら
息
を
引
き
取
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
侍
女
の
琴
柱
は
、
一
説

に
光
了
寺
で
静
女
を
葬ほ

う
む

り
、
墓
の
印
に
一
本
の
杉
を
植
え
ま
し
た
。
遺
品
は

光
了
寺
に
納
め
ら
れ
て
現
在
に
至
り
ま
す
。
以
上
が
光
了
寺
に
伝
わ
る
静
女

の
伝
承
で
す
。
な
お
地
元
で
は
、
静
女
の
命め

い
に
ち日

は
九
月
十
五
日
と
伝
わ
り
ま

す
。

　

ほ
か
に
も
江
戸
時
代
に
は
近
隣
の
日
光
道
中
沿
い
に
柳
の
大
木
が
あ
っ

て
、
そ
れ
は
静
女
が
使
っ
た
楊よ

う
じ枝

の
柳
だ
っ
た
と
の
伝
承
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
　
　
栗
橋
に
伝
わ
る
静
御
前
の
墓
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静
御
前
の
墓
は
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
宇
都
宮
線
栗
橋
駅
の
近
く
に
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
伊
坂
村
で
し
た
。

　

現
在
は
玉た

ま
が
き垣
で
囲
ま
れ
た
中
に
「
静せ

い
じ
ょ
の
ふ
ん

女
之
墳
」
と
刻
ま
れ
た
平
成
十
三
年

（
二
〇
〇
一
）
の
石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
左
手
前
の
覆お

お
い
や屋
に
は
、
後

で
述
べ
る
享き

ょ
う
わ和

三
年
（
一
八
〇
三
）
に
中な

か
が
わ川

忠た
だ
て
る英

が
建
て
た
「
静
女
之
墳
」

碑
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
石
碑
は
こ
の
碑
の
レ
プ
リ
カ
で
す
。

　

し
か
し
江
戸
時
代
後
期
の
十
九
世
紀
前
半
に
は
高
さ
約
十
五
メ
ー
ト
ル
・

周
囲
約
六
メ
ー
ト
ル
の
杉
の
大
木
が
そ
び
え
、
そ
の
下
に
一ひ

と
こ
と言

神
社
の
祠ほ

こ
ら

な

ど
が
あ
り
ま
し
た
。
静
女
の
墓
の
景
観
は
こ
の
約
二
百
五
十
年
間
で
大
き
く

変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

静
女
の
墓
に
つ
い
て
記
し
た
最
も
古
い
記
録
は
、
今
の
と
こ
ろ
元げ

ん
ろ
く禄

十
六

年
（
一
七
〇
三
）
の
『
結ゆ

う
き城

使し
こ
う行

』
で
す
。
静
女
は
鎌
倉
を
去
っ
た
後
に
こ

の
地
で
住
み
続
け
、
静
女
の
没
後
に
墓
の
印
と
し
て
植
え
た
杉
の
大
木
が
あ

り
、こ
の
地
名
を
「
杉
立
（
す
だ
ち
）」
と
呼
ぶ
、と
い
う
話
を
書
い
て
い
ま
す
。

画かれた大杉と一言宮
（『奥羽一覧道中膝栗毛第四編巻之上』
・国立国会図書館蔵）
　幕末に画かれた伊坂の大杉と一言宮。
実際を画いたものか、想像で画いたもの
かは不明。大正6年に藤沢衛彦（もりひこ）
がまとめた伝説集には、「子供を背負った
旅の女が「一言言いのこしたい」といった
にもかかわらず人柱に立てられたので、そ
のことを可哀そうだとして祀るようになった」
とある。
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現
在
は
伝
わ
ら
な
い
、
当
時
の
久
喜
地
域
で
語
ら
れ
て
い
た
静
女
の
伝
承
で

あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

次
の
記
録
は
、
そ
れ
か
ら
百
年
ほ
ど
下
っ
た
寛か

ん
せ
い政
十
一
年
（
一
七
九
九
）

の
『
甲か

っ
し子
夜や

わ話
』
で
す
。
こ
こ
で
筆
者
の
松ま

つ
ら浦
静せ

い
ざ
ん山
は
伝
聞
と
し
て
、
静
女

の
墓
に
墓
石
は
な
く
杉
の
大
木
の
み
が
あ
る
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
文ぶ

ん
か化

五
年
（
一
八
〇
八
）
の
『
許こ

が

し

我
志
』
に
よ
れ
ば
、
杉
の
大
木

の
下
に
正し

ょ
う
げ
ん元

元
年
（
一
二
五
九
）
銘
の
板い

た
び碑

が
建
っ
て
い
る
と
あ
り
ま
す
。

板
碑
は
そ
の
後
行
方
不
明
に
な
り
、
最
近
に
な
っ
て
近
隣
の
墓
地
か
ら
発
見

さ
れ
ま
し
た
。『
許
我
志
』
の
記
述
以
前
に
板
碑
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
は
不

明
で
す
。

　

江
戸
幕
府
は
文ぶ

ん
せ
い政

六
年
（
一
八
二
三
）
に
葛か

つ
し
か
ぐ
ん

飾
郡
の
地
誌
調
査
を
行
い
、

そ
の
成
果
を
天て

ん
ぽ
う保

元
年
（
一
八
三
〇
）
の
『
新し

ん
ぺ
ん編

武む
さ
し
の
く
に

蔵
国
風ふ

ど

き

土
記
稿こ

う

』
に

ま
と
め
ま
し
た
。
伊
坂
村
の
記
述
で
は
静
女
の
墓
を
紹
介
し
、
先
に
述
べ

た
「
静
女
之
墳
」
碑
と
杉
の
大
木
を
描
く
図
版
が
一
緒
に
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

静女之墳と板碑（『埼玉県名勝史蹟写真帖』
・久喜市立郷土資料館蔵）
　この写真帖は昭和3年刊行。「静女之墳」の
左右に板碑が配されているのは、『許我志』の
記述を意識して、撮影のために並べたと考えら
れている。
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寄稿（白井哲哉氏）

　

埼
玉
県
庁
は
明
治
初
期
（
一
八
七
〇
年
代
後
半
）
に
県
内
の
地
誌
調
査

を
行
い
、
そ
の
成
果
を
『
武む

さ
し
の
く
に

蔵
国
郡ぐ

ん
そ
ん
し

村
誌
』
に
ま
と
め
ま
し
た
。
伊
坂
村
の

記
述
で
は
弘こ

う
か化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
利
根
川
洪
水
の
影
響
で
杉
の
大
木
が

枯こ

し死
し
た
こ
と
、
現
在
は
円
形
の
塚
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
脇
に
享き

ょ
う
わ和
三
年

（
一
八
〇
三
）
の
「
静
女
之
墳
」
碑
と
、
文ぶ

ん
か化
元
年
（
一
八
〇
四
）
の
句
碑

が
建
っ
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
句
は
地
元
出
身
の
俳
人
で
あ
る

奈な

ら良
坐ざ

せ
ん泉

の
作
で
す
。

　

文ぶ
ん
せ
い政

元
年
（
一
八
一
八
）
の
『
日に

っ
こ
う光

山さ
ん
こ
う
き

行
記
』
で
筆
者
の
佐
藤
一い

っ
さ
い斎

は
、

光
了
寺
が
も
と
伊
坂
村
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
光
了
寺
は
江

戸
時
代
に
境
内
が
移
動
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、
か
つ
て
は
私
た
ち
が

想
像
す
る
よ
り
も
静
女
の
墓
の
近
く
に
寺
が
あ
っ
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ

ん
。

坐泉の句碑図
（『甲子夜話続編7』
（平凡社・東洋文庫）
267頁）
　この図には、「この
碑は、御能触頭山
田嘉膳建つと。俗碑
云に足らず。されど
も棄てるに忍びず。」
という文が添えられて
いる。

坐泉の句碑
（『光了寺記念絵はがき』・
個人蔵）
　この写真は、大正7
年から昭和8年までの
間に発行された『光了
寺記念絵はがき』の中
の一枚。「舞蝶の　果
や夢みる　つかの蔭」
と刻まれている。

　
　
　
中
田
に
伝
わ
る
静
御
前
の
遺
品
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光
了
寺
が
伝
え
る
静
女
の
遺
品
は
次
の
三
点
で
す
。

　

ま
ず
「
静
女
蛙あ

ま
り
ょ
う

蟆
竜
舞の

ぶ
い衣
」（
古
河
市
指
定
文
化
財
「
蛙
蟆
龍
の
御
衣
」）。

こ
れ
は
『
義
経
記
』
に
見
え
る
平
安
京
神
泉
苑
で
静
御
前
が
雨
乞
い
祈
願

の
舞
を
行
う
際
に
後
白
河
法
皇
（
光
了
寺
で
は
後ご

と

ば

鳥
羽
上じ

ょ
う
こ
う皇
と
伝
わ
る
。）

か
ら
静
女
が
拝は

い
り
ょ
う領
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
、
静
女
は
こ
の
衣
装
を
着
て
舞

い
大
雨
を
降
ら
せ
た
と
伝
え
ま
す
。
上じ

ょ
う
い衣

の
遺
品
で
下し

た
ば
か
ま袴

は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
こ
の
衣
装
を
「
蛙
蟆
竜
」
＝
「
あ
ま
り
ょ
う
」
と
呼
ぶ
か
わ
か
ら
な

い
と
、
前
出
の
縁
記
は
言
い
ま
す
。

　

次
に
義
経
が
静
女
に
与
え
た
と
い
う
形か

た
み見

の
短
刀
。
当
時
の
柄え

や
鞘さ

や

は
な

く
白し

ら
さ
や鞘
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
静
女
の
守ま

も

り
本ほ

ん
ぞ
ん尊
と
伝
え
る
伝

慈じ
か
く覚

大だ
い
し師

作
の
阿あ

み

だ

弥
陀
如に

ょ
ら
い来

像
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
光
了
寺
に
は
静
女
の
遺
品
と
伝
え
る
直
径
約
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
小
鏡
が
伝
わ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
前
出
の
縁
記
に
は
記
載
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
さ
ら
に
光
了
寺
に
は
、
義
経
が
平
泉
へ
向
か
う
際
に
寺
へ
預
け
た
と

さ
れ
る
鐙あ

ぶ
み

も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

静女の守り本尊
（『光了寺記念絵はがき』・個人蔵）
　この写真は、大正7年から昭和8年
までの間に発行された『光了寺記念絵
はがき』の中の一枚。中央の仏像が、
静御前の守り本尊と伝えられる阿弥陀
如来像。光了寺の縁記には、慈覚大
師・円仁の作とされている。両脇の品
は、空海ゆかりの寺宝と伝えられてい
るもの。
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寄稿（白井哲哉氏）

　

と
こ
ろ
で
、
文ぶ

ん
せ
い政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
改
版
さ
れ
た
『
静
女
蛙
蟆
竜
舞

衣
略
縁
記
』
に
は
、
改
版
す
る
理
由
が
文
章
で
追
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、「
静
女
蛙
蟆
竜
舞
衣
」
は
昔
か
ら
光
了
寺
に
伝
わ
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
を
見
た
い
と
言
う
人
は
少
な
か
っ
た
。
平
和
の
世
に
な
り
「
古こ

ぶ
つ物
」
を

好
む
人
が
増
え
、「
近
頃
」
は
街
道
を
行
き
交
う
人
々
の
誰
彼
と
な
く
見
た

い
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
増
え
た
。
し
か
し
貧
し
い
寺
な
の
で
、
収
納
箱
な
ど

が
古
く
な
っ
て
も
新
調
で
き
な
か
っ
た
。
最
近
は
「
御
寄
附
」
を
得
た
の
で

今
は
誰
に
見
せ
て
も
恥
ず
か
し
く
な
く
な
っ
た
、
と
の
こ
と
で
す
。

　

光
了
寺
の
門
前
に
は
文ぶ

ん
か化

十
二
年
（
一
八
一
五
）
の
「
祖そ

し師
聖し

ょ
う
に
ん人

並な
ら
び
に静

女

舊き
ゅ
う
せ
き跡
」
の
標

ひ
ょ
う
ち
ゅ
う
柱
が
建
っ
て
い
ま
す
。「
祖
師
」
と
は
親し

ん
ら
ん鸞
の
こ
と
で
す
。
も

と
も
と
親
鸞
の
由
緒
で
信
仰
を
集
め
た
光
了
寺
が
、
十
九
世
紀
前
半
に
は
静

女
の
由ゆ

い
し
ょ緒

を
持
つ
寺
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
　
　
再
発
見
さ
れ
た
静
御
前
の
伝
承

静女舞衣図
（『利根川図志　巻2』
・国立公文書館蔵）
　様々な歴史資料から総
合的に判断すると、上部
左右に日月が、上部中央
に北斗七星の一部が、そ
の下に蓬莱山（ほうらいさ
ん）が、蓬莱山の下に雨
龍が、雨龍（あまりょう）の
下側左右に鶴が、下部等
に雲が、それぞれ配され
ていると考えることができる。

静女の舞衣
（『光了寺記念絵はがき』
・個人蔵）
　この写真は、
大正7年から昭
和8年までの間
に発行された
『光了寺記念
絵はがき』の中
の一枚。
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久
喜
地
域
に
伝
わ
る
静
御
前
の
伝
承
が
十
九
世
紀
前
半
に
有
名
に
な
っ
た

き
っ
か
け
、
そ
れ
は
江
戸
幕
府
に
よ
る
注
目
で
す
。

　

静
女
の
伝
承
に
気
づ
い
た
最
初
の
幕
府
役
人
は
、
幕
府
の
老ろ

う
じ
ゅ
う中
首し

ゅ
ざ座
を
勤

め
た
松ま

つ
だ
い
ら平
定さ

だ
の
ぶ信
の
腹
心
の
部
下
だ
っ
た
中
川
忠た

だ
て
る英
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
時
の

中
川
は
関
東
郡ぐ

ん
だ
い代
と
い
う
職
に
あ
り
、
関
所
の
監
視
や
河
川
の
見
分
な
ど
を

行
い
ま
し
た
。

　

栗
橋
の
関
所
番
士
を
勤
め
た
足
立
家
に
残
る
記
録
（
埼
玉
県
指
定
文
化
財
）

に
よ
れ
ば
、
中
川
は
寛か

ん
せ
い政

九
年
（
一
七
九
七
）
と
寛か

ん
せ
い政

十
一
年
（
一
七
九
九
）

に
栗
橋
関
所
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ど
ち
ら
か
で
彼
は
静
女
の
伝
承
を
知

り
、
お
そ
ら
く
光
了
寺
や
静
女
の
墓
を
参
拝
し
、
江
戸
に
帰
っ
て
定
信
に
報

告
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
同
じ
頃
、
先
に
紹
介
し
た
松
浦
静

山
が
静
女
の
伝
承
を
知
っ
た
こ
と
も
関
係
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
時
の
松
浦

は
平ひ

ら
ど戸

藩
主
で
定
信
と
も
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。

　

寛か
ん
せ
い政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）、
定
信
は
光
了
寺
に
「
静
女
蛙
蟆
竜
舞
衣
」

の
収
納
箱
を
寄
附
し
ま
し
た
。
寺
で
は
幕
府
の
実
力
者
か
ら
の
贈
り
物
に
さ

静女蛙蟆竜舞衣模様
（『弘賢随筆』・国立公文書館蔵）
　前頁の図と鶴の描き方が微妙に異なっているが、
雨龍についていえばこの写しのほうが実物に近い。
文政9年改版の光了寺の縁記に「御衣の紋にあま龍
の如き形有故にやあらんか」と追記されたように、当
時の人々はすでにこの舞衣から蛙蟆龍＝雨龍という
認識ができなくなっていたようである。
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ぞ
驚
き
喜
ん
だ
こ
と
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

享き
ょ
う
わ和
三
年
（
一
八
〇
三
）、中
川
は
静
女
の
墓
に
先
に
述
べ
た
「
静
女
之
墳
」

碑
を
建こ

ん
り
ゅ
う立
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
文ぶ

ん
か化
四
年
（
一
八
〇
七
）、
中
川
は
光
了
寺

へ
「
静
女
蛙
蟆
竜
舞
衣
」
の
袱ふ

く
さ紗
を
寄
附
し
ま
す
。
翌
文ぶ

ん
か化
五
年
（
一
八
〇
八
）

に
は
秋あ

き
た田
藩
主
の
佐さ

た
け竹
義よ

し
ま
さ和
も
同
じ
く
「
静
女
蛙
蟆
竜
舞
衣
」
の
袱
紗
を
寄

附
し
ま
し
た
。

　

幕
府
の
重
要
人
物
が
光
了
寺
に
次
々
と
寄
附
を
行
っ
た
情
報
が
伝
わ
る

と
、
幕
府
勘か

ん
じ
ょ
う
し
ょ

定
所
役
人
で
文
人
の
大お

お
た田

南な
ん
ぽ畝

や
昌し

ょ
う
へ
い
ざ
か

平
坂
学が

く
も
ん
じ
ょ

問
所
の
塾
長
だ
っ

た
佐
藤
一
斎
を
は
じ
め
、
江
戸
の
知
識
人
が
次
々
に
久
喜
地
域
を
訪
れ
、
静

女
の
伝
承
を
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、
文ぶ

ん
せ
い政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
は

勘
定
奉ぶ

ぎ
ょ
う行

の
石い

し
か
わ川

忠た
だ
ふ
さ房

が
光
了
寺
の
縁
記
の
原
本
を
表ひ

ょ
う
そ
う装

し
ま
し
た
。

　

こ
う
な
る
と
参さ

ん
け
い
し
ゃ

詣
者
が
急
増
し
た
で
あ
ろ
う
光
了
寺
は
、「
祖
師
聖
人
并

静
女
旧
跡
」
の
標
柱
を
建
て
た
翌
年
の
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
「
静

女
舞
衣
懐か

い
き
ゅ
う旧
古こ

ち
ょ
う帳
」
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
静
女
蛙
蟆
竜
舞
衣
」
へ
の

感
想
の
漢
詩
、
和
歌
、
俳
諧
な
ど
を
書
き
綴
る
参
詣
者
ノ
ー
ト
の
類
で
す
。

旧版『静女蛙蟆竜舞衣
略縁記』
（『視聴草』・国立公文書館蔵）
　従来から知られている文
政9年改版の縁記よりも古い
縁記。松平定信から佐竹義
和までの寄附の記録が追記
される一方、石川忠房の寄
附の記録はないので、文化
5年以降の間もない時期に作
成された可能性が高い。
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序
文
は
江
戸
の
国
学
者
で
歌
人
だ
っ
た
清し

み
ず水
濱は

ま
お
み臣
と
小こ

ば
や
し林
良り

ょ
う
か
ん幹
が
書
き
ま
し

た
。

　

天て
ん
ぽ
う保
十
二
年
（
一
八
四
一
）、
江
戸
で
当
代
随
一
の
作
家
だ
っ
た
為た

め
な
が永
春し

ゅ
ん
す
い水

が
随
筆
『
閑か

ん
そ
う窓
瑣さ

だ
ん談
』
で
静
女
の
墓
の
伝
承
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
し
て

静
女
の
話
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
墓
が
江
戸
の
近
く
に
あ
る
こ

と
を
誰
も
語
ら
な
い
の
は
残
念
だ
と
訴
え
た
の
で
す
。
大
き
な
反
響
が
あ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

松
平
定
信
は
じ
め
幕
府
の
関
係
者
は
、
な
ぜ
久
喜
地
域
に
残
る
静
女
の
伝

承
に
こ
れ
ほ
ど
注
目
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
人
々
の
間
に
広

ま
っ
て
い
た
義
経
北ほ

っ
こ
う行
伝
説
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。

　

源
義
経
は
平
泉
で
死
ん
で
い
な
い
、
実
は
奥
州
藤
原
氏
の
襲
撃
直
前
に
北

方
へ
脱
出
し
、
津つ

が
る軽

海か
い
き
ょ
う峡

を
越
え
て
蝦え

ぞ

ち

夷
地
（
北
海
道
）
へ
渡
り
、
ア
イ
ヌ

の
人
々
の
オ
キ
ク
ル
ミ
（
神
）
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
義
経
北
行
伝
説
の
骨こ

っ
し子

で
す
。
江
戸
幕
府
は
蝦
夷
地
の
支
配
を
強
化
す
る
過
程
で
自
ら
こ
の
話
を
広

め
て
い
き
ま
し
た
。
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寄稿（白井哲哉氏）

　

久
喜
地
域
に
伝
わ
る
静
女
の
伝
承
が
注
目
さ
れ
た
当
時
、
幕
府
は
ロ

シ
ア
の
進
出
に
対
応
す
る
蝦
夷
地
政
策
の
見
直
し
を
検
討
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
中
心
が
松
平
定
信
で
す
。
中
川
は
文ぶ

ん
か化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に

起
き
た
ロ
シ
ア
の
択え

と
ろ
ふ
と
う

捉
島
襲
撃
に
対
処
す
る
た
め
蝦
夷
地
へ
向
か
っ
て
い

ま
す
。
佐
竹
は
そ
の
と
き
箱は

こ
だ
て館
の
警
護
隊
を
秋
田
藩
か
ら
派
遣
し
た
ほ
か
、

江え

 さ
し差

に
も
派
遣
の
計
画
が
あ
り
ま
し
た
。
石
川
は
こ
の
頃
に
蝦
夷
地
取と

り
し
ま
り締

御ご
よ
う
が
か
り

用
掛
と
い
う
職
を
勤
め
た
人
物
で
す
。
大
田
や
佐
藤
は
こ
れ
ら
の
幕
府

の
動
向
を
知
り
得
る
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。

　

幕
府
が
静
女
の
伝
承
に
注
目
し
た
理
由
や
背
景
は
今
後
詳
し
い
研
究
が

必
要
で
す
。
こ
こ
で
は
久
喜
地
域
に
残
る
静
女
の
伝
承
が
幕
府
関
係
者
に

再
発
見
さ
れ
、
広
く
知
ら
さ
れ
た
こ
と
、
当
時
の
江
戸
の
人
々
は
静
女
を

通
し
て
義
経
を
、
あ
る
い
は
義
経
北
行
伝
説
を
思
い
出
し
、
遠
い
東
北
や

蝦
夷
地
へ
想
い
を
馳は

せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
め
ま
す
。

　
　
　
語
り
継
が
れ
る
静
御
前
の
伝
承

『晩進魯筆　閑窓瑣談　巻之一』
（国立公文書館蔵）
　「第二　安宅の関并ニ静女の古跡」の一部。
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寄稿（白井哲哉氏）

　

江
戸
時
代
後
期
に
幕
府
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
静
女
の
伝
承
は
、
そ
の

後
も
久
喜
地
域
で
大
事
に
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）、
東
北
本
線
に
栗
橋
駅
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
の
駅
舎
は
現
在
よ
り
も
や
や
北
に
あ
た
り
ま
す
。

　

翌
年
の
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）、「
静せ

い
じ
ょ女

冢ち
ょ
う
ひ碑

」
が
、「
静
女
之
墳
」

の
石
碑
の
側
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
安あ

ん
せ
い政

年
間
（
一
八
五
四
～

一
八
六
〇
）
に
杉
の
大
木
が
枯
死
し
た
こ
と
、
地
元
の
柳
沼
氏
が
静
女
の
伝

承
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
危き

ぐ惧
し
て
墓
域
の
整
備
を
行
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
は
、
市
制
・
町
村
制
の
施
行
に
伴
う
大

規
模
な
町
村
合
併
、
い
わ
ゆ
る
「
明
治
の
大
合
併
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
と
き
伊
坂
村
は
近
隣
の
佐さ

ま間
村
・
松ま

つ
な
が永

村
・
間ま

が
ま鎌

村
・
高た

か
や
な
ぎ柳

村
・
島し

ま
か
わ川

村

と
合
併
し
、
新
し
い
村
の
名
は
「
静し

ず
か
む
ら村
」
と
決
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
当
時
、

静
女
の
墓
と
そ
の
伝
承
は
新
た
な
地
域
統
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
人
々
に
受

『静村郷土誌』（『久喜市栗橋町史資料2』）
　静小学校訓導兼校長の中島寅之助が大正13年1月に編さんし、大正
14年10月に出版。口絵には、「静女之墳」「坐泉の句碑」の写真が掲
載され、本文でも旧蹟として静女の墳墓を紹介。
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寄稿（白井哲哉氏）

け
入
れ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）、
静
女
の
墓
の
維
持
管
理
と
顕
彰
活
動
を
目

的
と
す
る
静
女
古こ

せ
き蹟
保
存
会
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
全
国
各
地

で
歴
史
的
な
遺
跡
の
保
存
や
郷
土
史
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
保
存
会
は
現
在
も
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
旧
『
埼
玉
県
史
』
の
編
さ
ん
事
業
と
連
動
し

て
埼
玉
郷
土
会
が
結
成
さ
れ
、
会
誌
『
埼
玉
史
談
』
が
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
創
刊
号
に
は
岩
井
八
郎
さ
ん
の
「
静
女
の
墓
と
伝
説
」
と
題
す
る
論
文

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
静
女
の
墓
が
「
カ
ラ
タ
チ
の
生
垣
」
で
囲
ま

れ
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
論
文
は
今
ま
で
全
く
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
伝
承
を
載
せ
て
い
ま

す
。
光
了
寺
の
縁
記
に
登
場
す
る
静
女
の
侍
女
だ
っ
た
琴
柱
の
墓
の
所
在
で
、

も
と
は
栗
橋
駅
の
北
に
あ
っ
た
が
そ
の
後
消
滅
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
琴
柱

の
墓
に
つ
い
て
は
、
安あ

ん
せ
い政
二
年
（
一
八
五
五
）
の
『
利と

ね

が

わ

根
川
図ず

し志
』
で
筆
者

の
赤あ

か
ま
つ松
宗そ

う
た
ん旦
が
存
在
の
可
能
性
に
触
れ
た
以
外
、
記
録
な
ど
は
一
切
見
つ

『利根川図志　巻2』（国立公文書館蔵）
　「静女舞衣」の部分。
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寄稿（白井哲哉氏）

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
当
時
す
で
に
存
在
し
て
い
な
い
の
で
全
く
不
明
で
す
が
、

貴
重
な
証
言
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
こ
ま
で
静
御
前
の
史
実
と
伝
説
を
行
き
交
い
つ
つ
、
久
喜
地
域
に
伝
わ

る
静
女
の
伝
承
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
以
外
に
も
、
現
在
の
久
喜
地

域
で
は
静
女
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
見
つ
か
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ぜ
ひ
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

伝
承
と
は
自
然
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
誰
か
が
語
り
継
い
だ

も
の
で
す
。
あ
る
人
物
に
関
す
る
伝
説
が
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
人
物
に
対

す
る
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
や
想
い
が
先
に
存
在
し
、
そ
れ
が
長
い
時
間
を
か

け
て
豊
か
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
す
。

　

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
静
御
前
の
人
物
像
も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き

ま
し
た
。
久
喜
地
域
の
先
人
に
と
っ
て
静
女
は
ど
ん
な
存
在
だ
っ
た
の
か
、

人
々
は
静
女
の
伝
承
に
ど
ん
な
想
い
を
寄
せ
て
き
た
の
か
、
皆
さ
ん
に
も
想

い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

久喜市指定史跡
「静御前の墓」（静御前遺跡保存会）
　昭和53年3月29日に指定。
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関係資料　解題

１　水野織部長福『結城使行　全』
　結城藩主水野家の家老である水野織部（おりべ）長福（おさもと）（備後福山藩主水野
家の出身）が、元禄16年（1703）1月に幕府から特命を受け、2月9日から2月20日にかけて、
江戸と結城を往復したときの記録を、藩主水野日向守（ひゅうがのかみ）勝長（かつなが）
に復命した書類。結城市史編さん準備室が編集して結城市が発行（昭和48年（1973）3月
26日）したものを活用。引用文は、2月10日の往路の記事の一部。

２　松浦静山『甲子夜話　巻之七十八』
　平戸藩主松浦（まつら）清が、文政4年（1821）11月17日の甲子の日の夜に、親友から
勧められて筆を執り始めてまとめた随筆。正編だけで100冊あり、巻之百を書き終えたの
は文政10年（1827）6月。平凡社の東洋文庫『甲子夜話』第5巻所収のものを活用。引用文
は、寛政11年（1799）8月13日から8月20日にかけて江戸から日光を往復したときの記録で、
8月19日の復路の記事の一部。

３　大田南畝『半日閑話　巻四』
　幕臣大田南畝（なんぽ）が編集した随筆。巻十二（明和5年・1768）から巻十六（文政6
年・1823）にかけての部分は、『街談録』の書名でも知られている。作成年が未詳ではあ
るが、「静女の墓印大杉」とだけあり、中川忠英（ただてる）建立の「静女之墳」のこと
が記載されていないことから、享和3年（1803）よりも前の古い情報と捉え、とりあえず
この位置に配する。『日本随筆大成　新装版』（吉川弘文館）第1期8所収のものを活用。

４　多紀元簡『日光駅程見聞雑記』
　幕府の奥医師の多紀元簡（もとやす）が、日光を往復する際に見聞きしたものをまとめ
たもの。「今年五月、関東の郡代中川飛騨守、貲を捐て其事を石に勒して樹下に立となり」
とある「今年」とは、享和3年（1803）のこと。早稲田大学図書館の古典籍総合データベー
スを活用。なお、埼玉県史料叢書13（上）『栗橋関所史料』242頁によれば、寛政6年（1794）
1月から2月にかけて、多紀元簡が日光道中を往復している。

５　光了寺「静女蛙蟆竜儛衣畧縁記」
　光了寺が発行した所蔵資料の縁記。資料8の縁記よりも古い縁記。末書きに「寄附のこ
とを書き加えて再板した」とあり、文化5年（1808）の寄附のことが追記されていること
から、同年5月以降間もなくの時期に発行されたと考えられる。国立公文書館所蔵「視聴
草（続七集之九）」167を活用。
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関係資料　解題

６　原念斎『許我志』
　昌平坂学問所の儒者で古河出身の原念斎（ねんさい）が、歴史資料と古河藩士からの聞
き取りによって、文化5年（1808）に編さんした古河の地誌。文政9年（1826）改版の縁記
とは異なる古い縁記を引用。『古河市史　資料　別巻』（古河市）所収のものを活用。

７　佐藤一斎『日光山行記』
　昌平坂学問所塾長佐藤一斎（いっさい）が、輪王寺（りんのうじ）法王の日光大祭に訪
れるのに従って、文政元年（1818）9月11日から10月3日にかけて江戸と日光を往復したと
きの記録。『佐藤一斎全集』（明徳出版社）第2巻所収のものを活用。引用文は、9月13日の
往路の記事の一部。

８　光了寺廿一世釈西明「静女蛙蟆竜舞衣畧縁記」
　光了寺の21世釈西明が発行した所蔵資料の縁記。文政9年（1826）に改版されたもの。
埼玉県立文書館所蔵の「足立家文書」825を活用。

９　松浦静山『甲子夜話　続編　巻之八十六』
　資料2の続編で、正編と同じく100冊ある。平凡社の東洋文庫『甲子夜話　続編』第7巻
所収のものを活用。引用文は、相撲年寄玉垣が、総州・房州・野州などを旅したときに得
られた情報をまとめたもの。年次は未詳であるが、文政9年（1826）に改版された縁記を
引用。

１０　岡鹿門撰文「静女冢碑」
　仙台藩出身の漢学者岡鹿門（ろくもん）が、明治20年（1887）に撰文した文章。碑の題
額は長州藩出身の官僚杉孫七郎、書は滋賀県出身の官僚で書家として著名な巌谷修。石碑
は一部破損が認められるものの、現在も「静女之墳」の側に現存し、静御前遺跡保存会が
管理している。破損している部分の翻字については、古写真（42頁参照）を活用。
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関係資料（現代語訳）

（
前
略
）
右
に
向
か
っ
て
は
る
か
に
進
む
と
、「
す
だ
ち
」
と
い
う

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
文
字
で
は
「
杉
立
」
と
書
い
て
、「
す
だ
ち
」

と
読
み
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
古
い
杉
の
木
が
今
も
残
さ
れ
て
い
ま

す
。こ
の
木
は
、源
頼
朝
公
が
鎌
倉
で
静
御
前
の
舞
を
ご
覧
に
な
っ

た
後
、
彼
女
へ
の
褒
美
に
旅
を
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
地
に
亡
く

な
る
ま
で
住
み
つ
づ
け
、
そ
の
墓
の
し
る
し
と
し
て
植
え
た
杉
と

も
、
ま
た
、
彼
女
を
隠
し
て
お
い
た
場
所
で
、
彼
女
が
亡
き
後
そ

の
こ
と
の
し
る
し
と
し
て
植
え
た
杉
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ど

ち
ら
の
説
が
最
初
に
言
い
出
さ
れ
た
の
か
は
、
よ
く
わ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
そ
の
杉
の
木
の
後
ろ
に
は
小
社
が
あ
り
、
一
言
宮
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。（
後
略
）

（
前
略
）
早
い
も
の
で
、
も
う
中な

か

田だ

に
着
き
ま
し
た
。
こ
の
宿

場
に
は
光
了
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
寺
の
門
前
に
、

「
静
御
前
の
旧
跡
」
と
書
か
れ
た
案
内
板
が
建
っ
て
い
ま
す
。
ど

ん
な
ゆ
か
り
が
あ
る
の
か
立
ち
寄
っ
て
拝
観
し
た
い
と
考
え
て
い

た
の
で
す
が
、
私
は
人
一
倍
舟
に
乗
る
の
が
苦
手
な
う
え
、
今
朝

か
ら
吹
き
は
じ
め
た
風
の
音
が
怖
く
て
、
少
し
で
も
早
く
利
根
川

を
渡
り
た
か
っ
た
の
で
、
こ
の
旧
跡
は
人
を
残
し
て
訪
ね
さ
せ
、

私
は
急
い
で
利
根
川
の
ほ
と
り
ま
で
向
か
い
、
今
日
は
こ
こ
で
失

礼
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
考
え
て
小
舟
を
寄
せ
、
そ
の
舟
に
乗
っ

て
渡
ろ
う
と
す
る
と
、
降
り
続
い
た
雨
で
増
水
し
た
水
が
上
流
ま

で
や
っ
て
き
て
、
川
上
か
ら
猛
烈
な
勢
い
で
下
っ
て
き
ま
す
。
底

も
深
い
の
で
、
櫓
を
漕
い
で
や
っ
と
渡
り
ま
し
た
。
栗
橋
の
関
所

一
　
水
野
織お

り

部べ

長お
さ

福も
と

『
結
城
使
行
　
全
』
所
収
「
江

戸
出
発
」
抜
粋

二
　
松ま

つ

浦ら

静せ
い

山ざ
ん

『
甲か

っ

子し

夜や

話わ

』
所
収
「
巻
之
七
十
八

日
光
道
之
記
」
抜
粋
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が
、
こ
の
場
所
に
設
け
ら
れ
た
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
す
。
対

岸
の
陸
地
に
上
が
っ
て
よ
う
や
く
心
が
落
ち
着
き
、
こ
こ
か
ら
輿

に
乗
っ
て
進
み
、
関
所
で
は
輿
の
戸
を
開
け
て
通
り
ま
し
た
。
こ

う
し
て
午
前
十
時
頃
に
栗
橋
宿
の
本
陣
池
田
由
右
衛
門
の
家
で
休

憩
し
た
後
に
、
昼
食
を
と
り
ま
し
た
（
こ
の
家
は
古
い
け
れ
ど
せ

ま
く
は
な
く
、
庭
も
開
放
感
が
あ
っ
て
、
き
ち
ん
と
掃
除
も
さ
れ

て
い
た
の
で
、
今
ま
で
に
な
く
落
ち
着
い
て
過
ご
せ
ま
し
た
）。
こ

の
時
、
光
了
寺
を
訪
ね
さ
せ
た
者
が
追
い
つ
い
て
き
た
の
で
、
ど

う
だ
っ
た
と
聞
い
た
ら
、「
静
御
前
が
帝
か
ら
下
賜
さ
れ
た
舞
衣

が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
拝
見
す
る
と
、
年
代
も
の
の
一
片
の

衣
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
て
、
薄
絹
に
色
々
な
糸
で
模
様
が
刺
繍
さ

れ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
は
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
て
、
山
の
形
と

雲
や
鶴
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
義
経
ゆ
か
り
の
品
と

い
う
こ
と
で
、
長
さ
二
十
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
で
縵
理
・
平
一

面
の
短
刀
も
あ
り
ま
し
た
。
柄
も
鞘
も
既
に
無
く
な
って
い
ま
す
が
、

素
鞘
に
納
め
て
あ
り
ま
す
。
刀
身
に
は
金
の
金
具
が
つい
て
い
ま
す
。

こ
の
刀
身
は
昔
か
ら
の
も
の
で
、
鞘
は
後
に
付
し
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。」
と
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。
ほ
か
に
は
と
聞
い
た
ら
、「
静
御

前
を
葬
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
粟
餅
を
売
っ
て

い
る
家
の
辺
り
か
ら
道
を
少
し
入
っ
て
い
く
と
、
墓
の
し
る
し
と

な
る
よ
う
な
石
は
な
く
、
た
だ
杉
の
木
一
本
が
立
っ
て
い
て
、
大

き
さ
は
成
人
男
子
七
人
で
囲
う
こ
と
が
で
き
る
幹
周
り
ほ
ど
も
あ

る
だ
ろ
う
と
僧
侶
が
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。」
と
答
え
、
そ
れ
を

聞
き
な
が
ら
残
念
に
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
近
い
場
所
な
の
で
再

び
来
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
出
発
し
た
と
こ
ろ
雨
が

降
っ
て
き
ま
し
た
。
川
を
渡
っ
て
お
い
て
良
か
っ
た
と
安
堵
し
な

が
ら
、
今
日
は
利
根
川
を
左
手
に
見
て
進
ん
で
行
き
な
が
ら
途
中

で
地
元
の
人
に
尋
ね
て
み
る
と
、
静
女
の
し
る
し
の
杉
の
木
は
、

中
田
で
は
な
く
、
こ
の
地
に
あ
る
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。（
後
略
）
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岩
松
山
光
了
寺
（
東
本
願
寺
末
寺
。
総
州
中
田
駅
の
は
ず
れ
に
あ

り
。）　

こ
の
寺
に
「
静
女
の
舞
衣
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

生
地
は
黒
く
、
織
物
で
、
日
・
月
・
山
・
龍
と
い
っ
た
模
様
が
あ

り
ま
す
。
下
袴
の
模
様
は
獣
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
大
変
古

い
も
の
な
の
で
、
上
衣
だ
け
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す

が
、
下
袴
は
触
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
静
女
の
護
身
刀

は
白
い
鞘
で
、
袋
は
赤
地
に
金
襴
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
静
女
の

法
号
は
「
岩
松
院
妙
源
大
姉
」
と
い
い
、
文
治
四
年
九
月
十
五
日

に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
栗
橋
宿
か
ら
右
手
に
八
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

進
ん
だ
と
こ
ろ
の
宝
治
戸
と
い
う
と
こ
ろ
に
静
女
の
墓
の
し
る
し

の
大
杉
が
あ
り
、
幹
の
大
き
さ
は
成
人
男
子
十
人
で
囲
う
こ
と
が

で
き
る
幹
周
り
で
す
。
そ
ば
に
は
小
社
が
あ
り
、
一
言
社
と
い
い

ま
す
。
一
言
の
池
が
埋
ま
っ
て
田
ん
ぼ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

別
当
に
は
、
真
言
宗
経
蔵
院
が
あ
り
ま
す
。
中
田
の
左
手
四
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
静
ケ
谷
村
が
あ
り
ま
す
。
静
女
が
奥

州
に
下
向
し
た
際
、
こ
の
地
で
高
館
の
落
城
を
聞
い
て
戻
っ
た
と

こ
ろ
な
の
で
、
静
帰
と
言
う
意
味
の
名
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
栗
橋
宿
の
右
手
に
は
浄
土
宗
深じ

ん

廣こ
う

寺じ

（
増
上
寺
末
寺
）
が
、

土
手
の
上
り
口
の
左
手
に
は
会
津
の
人
が
尊
崇
し
て
い
る
と
い
う

会あ
い

津づ

稲い
な
り荷

（
由
緒
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。）
が
あ
り
ま
す
。
右
手
に

八
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
ん
だ
川
通
り
に
は
大
き
な
柳
の
木
が
あ
り

ま
す
。
だ
い
た
い
成
人
男
子
四
～
五
人
で
囲
う
こ
と
が
で
き
る
幹

周
り
で
し
ょ
う
か
。
地
元
で
は
、
静
女
の
楊
枝
の
柳
と
い
う
言
い

伝
え
が
あ
り
ま
す
。

三
　
大
田
南な

ん

畝ぽ

『
半
日
閑
話
』
所
収
「
巻
四
　
静
女

の
事
」
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栗
橋
（
中
田
ま
で
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
六
百
五
十
メ
ー
ト
ル
。

四
百
戸
。）

（
前
略
）
宿
場
の
西
の
方
角
に
百
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
ん
だ
伊

坂
村
宝
治
戸
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
静
御
前
の
墓
の
し
る
し
の
杉

の
大
木
が
あ
り
ま
す
。
静
御
前
は
、
源
義
経
の
後
を
追
っ
て
、

こ
こ
に
や
っ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
義
経
が
奥
州
の
高
館
で
戦

死
し
た
と
聞
き
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
病
気
に
か
か
り
、
お
亡
く

な
り
に
な
っ
た
の
で
埋
葬
し
た
場
所
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
く
に
は
一
言
宮
と
い
う
小
祠
も
あ
り
ま
す
。
杉
の
木
の
高
さ

は
約
二
十
メ
ー
ト
ル
、
張
り
は
約
二
十
七
メ
ー
ト
ル
、
幹
周
り

は
約
七
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
す
。
今
年
の
五
月
に
、
関
東
郡
代
中

川
忠た

だ

英て
る

が
お
金
を
出
し
て
、
石
に
「
静
女
之
墳
」
と
彫
ら
せ
た

碑
を
造
り
、
こ
の
杉
の
木
の
下
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

中
田
（
古
河
ま
で
約
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
下
総
国
葛
飾
郡
。
五
百

五
十
メ
ー
ト
ル
。
百
戸
余
り
。）

（
前
略
）
ま
た
、
宿
場
の
西
の
方
角
に
岩
松
山
聖
徳
院
光
了
寺

と
い
う
浄
土
真
宗
の
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
静
御
前
が
後
鳥
羽
上

皇
か
ら
下
賜
さ
れ
た
舞
衣
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
舞
衣
の
生
地

は
紗
の
よ
う
に
厚
く
、
模
様
は
刺
繍
と
切
付
の
両
方
で
か
た
ど

ら
れ
、
非
常
に
古
い
中
国
製
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
（
図
を
下

に
示
し
ま
す
。）。（
中
略
）
ま
た
、
義
経
公
ゆ
か
り
の
木
の
鐙

二
点
、
短
刀
一
点
な
ど
、
そ
の
ほ
か
に
も
寺
宝
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
い
こ
と
は
寺
の
縁
記
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

（
中
略
）
ほ
ど
な
く
し
て
光
了
寺
に
至
る
と
、
静
御
前
の
墓

が
川
向
こ
う
の
宝
治
戸
と
い
う
と
こ
ろ
に
在
る
よ
と
住
職
が

言
う
の
で
、
そ
の
土
地
の
文
字
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
ほ
う
」

四
　
多
紀
元も

と

簡や
す

『
日
光
駅
程
見
聞
雑
記
』
所
収
「
栗

橋
」「
中
田
」
抜
粋



静御前 29

関係資料（現代語訳）

は
「
む
ろ
」
と
も
「
た
か
ら
」
と
も
読
む
字
だ
と
答
え
て
く

れ
ま
し
た
。
恐
ら
く
、
草
書
で
は
、「
宝
」
と
「
室
」
の
字

が
似
て
い
る
の
で
、
そ
う
お
答
え
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

（
中
略
）

茶
屋
新
田

こ
こ
か
ら
東
の
方
角
に
百
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
む
と
南
側
に
逸へ

見み

村
と
大お
お
つ
つ
み堤村
の
両
村
が
あ
り
、
二
つ
の
村
の
境
に
は
上
水
が

流
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
土
橋
を
、
静
御
前

の
思
案
橋
と
言
い
ま
す
。
静
女
が
義
経
公
の
後
を
追
っ
て
こ
の

橋
ま
で
来
ま
し
た
。
奥
州
に
行
く
べ
き
か
、
京
都
に
引
き
帰
す

べ
き
か
思
案
し
た
場
所
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。（
後
略
）

一　

下
総
国
葛
飾
郡
中
田
宿
に
あ
る
岩
松
山
聖
徳
院
光
了
寺
は
、

か
つ
て
は
武
州
高
柳
村
に
あ
っ
た
高
柳
寺
と
い
う
天
台
宗
の
お
寺

で
し
た
。
建け

ん

保ぽ
う

年
間
に
こ
の
地
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
親し
ん

鸞ら
ん

聖
人
の

御
弟
子
と
な
っ
た
当
寺
の
住
職
が
、
西
願
と
い
う
法
名
を
与
え
ら

れ
、浄
土
真
宗
光
了
寺
と
改
め
た
の
が
現
在
の
当
寺
に
な
り
ま
す
。

西
願
は
、
後
鳥
羽
上
皇
の
北
面
の
武
士
の
土
岐
又
太
郎
国
村
の
次

男
で
、
出
家
し
て
権
大
僧
都
法
印
円
崇
と
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
の
御
弟
子
と
な
っ
て
、
当
寺
の
開
基
と
な
っ
た
人
物
で

す
。

一　

静
女
は
、
日
本
に
並
ぶ
も
の
の
な
い
舞
上
手
で
、
源
義
経
卿

の
思
い
人
で
も
あ
り
ま
す
。
後
鳥
羽
上
皇
の
治
世
中
の
あ
る
年
に

大
旱か

ん

魃ば
つ

が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
草
木
が
枯
れ
果
て
て
、
国
民
の
不
安

を
お
さ
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
名
の

五
　
光
了
寺
「
静し

ず
か女
蛙あ

ま
り
ょ
う
の
ぶ
い

蟆
竜
儛
衣
畧り

ゃ
く
え
ん
ぎ

縁
記
」
抜
粋
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あ
る
僧
侶
た
ち
に
お
出
ま
し
い
た
だ
き
雨
乞
い
祈
願
を
行
い
ま
し

た
が
、
効
果
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
公
卿
た
ち
が
詮
議
し
た
結

果
、
百
人
の
舞
姫
を
集
め
て
、
神
泉
苑
の
池
で
法ほ

う

楽ら
く

の
舞
を
行
わ

せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。九
十
九
人
ま
で
舞
い
終
わ
り
ま
し
た
が
、

雨
は
一
向
に
降
る
気
配
を
み
せ
ま
せ
ん
。
百
人
目
の
静
女
が
舞
い

は
じ
め
よ
う
と
し
た
と
き
、
御み

簾す

の
中
か
ら
御
衣
の
下
賜
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
静
女
は
恐
れ
多
い
こ
と
と
か
し
こ
ま
り
な
が
ら

そ
の
衣
を
着
て
舞
い
始
め
る
と
、
と
た
ん
に
激
し
い
雨
が
降
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
時
の
衣
が
、
当
寺
に
伝
わ
る
舞
衣
で
す
。
名
づ

け
て
蛙あ

ま
り
ょ
う

蟆
竜
の
舞
衣
と
い
い
ま
す
。
義
経
卿
は
、
頼
朝
公
の
お
怒

り
に
触
れ
、
落
武
者
と
な
り
ま
し
た
。
静
女
は
、
義
経
卿
の
思
い

人
な
の
で
、
鎌
倉
に
呼
び
出
さ
れ
、
義
経
の
行
方
を
尋
ね
ら
れ
た

け
れ
ど
も
、
知
る
わ
け
も
な
い
の
で
お
暇
を
い
た
だ
き
ま
す
。
静

女
は
義
経
卿
が
東
国
に
隠
れ
住
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

幸
い
こ
の
鎌
倉
ま
で
や
っ
て
来
た
の
に
、
こ
の
ま
ま
京
都
に
帰
る

の
も
残
念
な
の
で
、
さ
ら
に
義
経
卿
の
行
方
を
尋
ね
よ
う
と
、
侍

女
琴こ

と
じ柱

と
一
緒
に
下
総
国
下
辺
見
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
や
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
道
行
く
人
々
に
義
経
卿
の
行
方
を
尋
ね
て
み

る
と
、「
先
ご
ろ
奥
州
の
高
館
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
よ
う
だ
。」

と
い
う
話
し
を
聞
き
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
静
女
は
服
の
袂た

も
とを

涙

で
濡
ら
し
、
誰
に
も
す
が
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
世
の
中
で
、
ぜ

ひ
陸
奥
ま
で
訪
ね
て
行
こ
う
と
考
え
て
い
た
の
に
、
思
い
も
叶
わ

ず
、
こ
ん
な
世
で
も
ま
だ
生
き
な
が
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
い
っ
そ
寺
に
入
っ
て
尼
と
な
り
、
義
経
卿
の
菩
提
を

弔
お
う
と
し
て
橋
を
（
下
辺
見
村
の
思
案
橋
は
こ
の
橋
の
こ
と
で

す
。）
越
え
て
、
前
林
と
い
う
と
こ
ろ
に
た
ど
り
つ
い
た
と
こ
ろ

で
、
こ
こ
ま
で
尋
ね
て
き
た
証
と
し
て
柳
の
枝
を
結
ん
だ
後
に
、

京
都
の
方
に
向
っ
て
歩
き
は
じ
め
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
こ
を

静
帰
と
言
う
の
で
す
。
当
寺
よ
り
三
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
東

に
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
枝
を
結
ん
だ
柳
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。
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そ
こ
か
ら
利
根
川
を
越
え
、
伊
坂
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
い
た
と
こ

ろ
で
、
た
だ
で
さ
え
秋
は
物
寂
し
い
と
い
う
の
に
、
旅
の
疲
れ
と
、

ど
ん
な
に
思
っ
て
も
無
常
の
世
の
中
で
あ
る
こ
と
と
が
重
な
っ

て
、
遂
に
あ
の
世
へ
と
旅
立
た
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
琴
柱
は
涙

を
流
し
な
が
ら
当
寺
に
葬
り
、
墓
の
し
る
し
に
一
本
の
杉
の
苗
を

植
え
ま
し
た
。
現
在
一
本
杉
と
い
っ
て
い
る
木
の
こ
と
で
す
（
幹

周
り
は
六
メ
ー
ト
ル
余
り
）。
栗
橋
宿
の
裏
に
あ
た
る
伊
坂
村
に
あ

り
ま
す
。
本
尊
と
頂
戴
し
た
御
衣
、
そ
れ
に
義
経
卿
形
見
の
懐
剣

は
、
す
べ
て
当
寺
に
納
ま
り
、
寺
の
寺
宝
と
し
て
今
に
至
っ
て
い

ま
す
。

一　

鐙　

義
経
卿
が
奥
州
下
向
の
際
に
預
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

（
中
略
）

一　

阿
弥
陀
如
来　

静
女
の
守
り
本
尊
で
、
第
三
代
天
台
座
主
円え

ん

仁に
ん

の
作
で
す
。

（
中
略
）

右
に
記
し
た
も
の
の
ほ
か
は
省
略
し
ま
す
。

当
時
御
寄
附
い
た
だ
い
た
も
の
の
一
覧

一　

寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
九
月
に
、
陸
奥
白
河
藩
主
松
平

定
信
侯
が
御
高
覧
の
上
、
近
臣
者
か
ら
内
箱
・
外
箱
を
御
寄
附

い
た
だ
き
ま
し
た
。

一　

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
五
月
に
、
出
羽
久
保
田
藩
主
佐
竹

義よ
し

和ま
さ

侯
が
御
高
覧
の
上
、
近
臣
者
か
ら
御
袱ふ
く

紗さ

一
張
を
御
寄
附

い
た
だ
き
ま
し
た
。

一　

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
四
月
に
、
中
川
忠
英
侯
が
御
高
覧

の
上
、
御
袱
紗
一
張
り
を
御
寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た
。

中
田
の
光
了
寺
に
、
源
義
経
の
愛あ

い
し
ょ
う妾静

御
前
ゆ
か
り
の
品
で
、
後

六
　
原
念ね

ん

斎さ
い

『
許こ

我が

志し

』
所
収
「
静
女
」
抜
粋
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鳥
羽
上
皇
か
ら
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
雲
竜
の
模
様
が
刺
繍
さ
れ
て

い
る
舞
衣
と
、
白
木
で
作
ら
れ
た
源
義
経
ゆ
か
り
の
双
鐙
、
そ
れ

に
そ
の
護
身
刀
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
特
に
舞
衣
は
、
様
々
な
方

が
欲
し
が
る
の
で
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
四
方
ま
た
は
三
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
四
方
を
切
り
と
っ
て
与
え
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

光
了
寺
は
、
も
と
は
幸
手
の
高
柳
村
に
在
っ
た
の
で
、
高※

柳
寺
と

称
し
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
静
御
前
の
墓
も
あ
り
ま
し
た
。
源

義
経
の
行
方
を
追
い
か
け
て
、
奥
州
に
向
う
途
中
、
こ
こ
で
亡
く

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
今
も
そ
の
墓
の
し
る
し
に
な
っ
て
い
る
杉

の
木
の
下
に
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
古
碑
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
碑
の
正
面
に
は
、
蓮
華
の
上
に
梵
字
を
刻
み
、
そ
の
下
に

「
光
明
遍
照　

十
方
世
界　

正
元
元
年
己
未
十
月
日　

念
仏
衆
生 

　

摂
取
不
捨
」
の
文
字
を
三
行
に
わ
た
っ
て
刻
ん
で
い
る
だ
け
で
、

静
御
前
の
こ
と
は
全
く
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
伝
承
で

は
こ
れ
を
静
御
前
の
墓
と
言
っ
て
い
ま
す
。
最
近
、
中
川
忠
英
が

「
静
女
之
墳
」
と
刻
ん
だ
新
碑
を
別
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
高
柳
寺
は
、
何
時
ご
ろ
、
ど
う
い
っ
た
理
由
で
、
幸
手
か

ら
中
田
に
移
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
高
柳
を
光
了
に
改
め

た
の
か
に
つ
い
て
も
、
私
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
い
ま
す
。

（
後
略
）

※

〈
貼
紙
〉
息
子
の
択
が
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。
高
柳
を
光
了

と
改
め
た
の
は
、
こ
の
寺
が
出
版
し
た
「
静
女
竜
衣
の
縁
起
」
に

書
か
れ
て
い
ま
す
。（
後
略
。
前
出
資
料
五
参
照
）

十
三
日
。
雨
と
き
ど
き
晴
れ
。
午
前
二
時
頃
出
発
し
ま
す
。
駕
籠

が
揺
れ
る
の
で
、
眠
っ
た
り
起
き
た
り
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し

七
　
佐
藤
一い

っ

斎さ
い

『
日
光
山
行
記
』
所
収
「
文
政
元
年

九
月
十
三
日
条
」
抜
粋
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ま
す
。
東
の
方
角
が
白
や
ん
で
き
た
こ
ろ
、
堤
に
沿
っ
て
進
み
ま

す
。
堤
の
外
側
は
利
根
川
で
す
。
ち
ょ
う
ど
帆
柱
が
見
え
ま
し
た
。

栗
橋
宿
に
着
き
ま
す
。
関
所
が
あ
り
、
こ
こ
が
武
州
と
総
州
の
境

界
に
あ
た
り
ま
す
。
関
所
の
南
に
あ
る
伊
坂
村
に
、
静
女
の
墓
が

あ
り
ま
す
。
太
く
て
大
き
な
根
が
露
出
す
る
古
い
杉
の
木
で
す
。

大
き
さ
は
七
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
高
さ
は
九
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で

す
。
枝
は
四
方
八
方
に
大
き
く
伸
び
、
幹
は
中
が
空
洞
に
な
っ
て

い
ま
す
。
試
し
に
鋸

の
こ
ぎ
りで

根
っ
こ
を
引
い
て
、
臭
い
を
か
い
で
み
る

と
、
激
し
い
臭
い
を
発
し
ま
す
。
恐
ら
く
六
百
年
以
上
は
経
っ
て

い
る
物
と
思
わ
れ
ま
す
。
利
根
川
を
渡
る
と
中
田
宿
で
す
。
宿
場

の
北
に
あ
る
光
了
寺
は
、
静
女
の
菩
提
寺
で
す
。
舞
衣
一
領
、
護

身
刀
一
振
、
馬
鐙
一
双
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
舞
衣
は
紺
色
の
絹

地
に
、
肩
の
背
に
は
日
・
月
・
北
斗
七
星
・
蓬
莱
・
雲
・
鶴
な
ど

が
刺
繍
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
鳥
羽
天
皇
か
ら
下
賜
さ
れ
た
物
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
真
偽
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で

す
。護
身
刀
は
錆さ

び

が
非
常
に
進
ん
で
い
ま
す
。馬
鐙
は
一い
ち

木ぼ
く

を
削
っ

て
作
っ
た
も
の
で
、
木
の
種
類
は
楓か

え
での

類
、
俗
に
武
蔵
鐙
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
で
す
。源
義
経
の
形
見
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
寺
は
、
も
と
伊
坂
村
に
あ
っ
て
、
後

に
こ
の
地
に
移
っ
た
の
で
す
。（
後
略
）

一　

静
女
の
舞
衣
は
、
下
総
国
葛
飾
郡
中
田
宿
に
あ
る
岩
松
山
聖

徳
院
光
了
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
寺
は
、
か
つ
て
は
武

州
高
柳
村
に
あ
っ
て
高
柳
寺
と
い
い
、
天
台
宗
の
お
寺
で
し
た
。

建け
ん

保ぽ
う

年
間
に
、
親
鸞
聖
人
が
当
地
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ

の
時
の
住
職
が
、
後
鳥
羽
上
皇
の
北
面
の
武
士
の
土
岐
又
太
郎
国

八
　
光
了
寺
廿
一
世
釈
西
明
「
静
女
蛙
蟆
竜
舞
衣
畧

縁
記
」
抜
粋
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村
の
次
男
で
、
出
家
し
て
権
大
僧
都
法
印
円
崇
と
名
乗
っ
て
い
た

人
物
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
聖
人
の
御
弟
子
と
な
っ
て
、
西
願
と
い

う
法
名
を
与
え
ら
れ
、浄
土
真
宗
光
了
寺
と
改
め
ま
す
。
そ
の
後
、

寺
を
こ
の
地
に
移
し
た
の
で
す
。

一　

静
女
は
並
ぶ
も
の
の
な
い
舞
上
手
で
、
源
義
経
の
思
い
人
で

も
あ
る
こ
と
は
、
世
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
後
鳥

羽
上
皇
の
治
世
中
の
あ
る
年
に
大
旱
魃
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
草
木

が
枯
れ
果
て
て
、
国
民
の
間
に
不
安
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
名
の
あ
る
僧
侶
た
ち
に
お
出
ま
し
い
た
だ
き
雨
乞
い
祈
願

を
行
い
ま
し
た
が
、
効
果
は
な
く
、
公
卿
た
ち
が
詮
議
し
て
百
人

の
舞
姫
を
集
め
、
上
皇
も
神
泉
苑
に
お
出
か
け
に
な
っ
た
上
で
、

法
楽
の
舞
を
行
わ
せ
ま
し
た
。
九
十
九
人
ま
で
舞
い
終
わ
り
ま
し

た
が
、
雨
は
一
向
に
降
る
気
配
を
み
せ
ま
せ
ん
。
最
後
に
静
女
が

舞
い
は
じ
め
よ
う
と
し
た
と
き
、
恐
れ
多
く
も
御
簾
の
中
か
ら
御

衣
が
下
賜
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
静
女
が
こ
の
衣
を
着
て
舞
い
始

め
る
と
、
と
た
ん
に
激
し
い
雨
が
降
っ
て
き
た
と
の
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
、
蛙
蟆
竜
の
舞
衣
と
言
っ
て
い
る
も
の
で
す
（
こ
の
御
衣

を
、
あ
ま
龍
の
舞
衣
と
呼
ぶ
の
は
、
ど
う
い
う
理
由
か
ら
な
の
か

わ
か
り
ま
せ
ん
。
御
衣
の
紋
に
あ
ま
龍
の
よ
う
な
形
が
あ
る
か
ら

な
の
で
し
ょ
う
か
。）。
義
経
は
、
頼
朝
卿
と
不
和
に
な
り
、
落
武

者
と
な
り
ま
し
た
。
静
女
は
、
義
経
の
思
い
人
な
の
で
、
鎌
倉
に

呼
び
出
さ
れ
、
義
経
の
行
方
を
尋
ね
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
知
る
わ

け
も
な
い
の
で
お
暇
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
義
経
が
東

国
に
隠
れ
住
ん
で
い
る
と
い
う
う
わ
さ
を
聞
き
、
そ
の
行
方
を
追

っ
て
侍
女
琴
柱
と
一
緒
に
、
下
総
国
下
辺
見
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で

や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
道
行
く
人
々
に
義
経
の
行
方
を
尋

ね
て
み
る
と
、「
先
ご
ろ
奥
州
の
高
館
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た

よ
う
だ
。」
と
い
う
話
し
を
聞
き
、
悲
し
み
に
耐
え
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。
ど
う
し
て
も
陸
奥
ま
で
訪
ね
て
行
く
と
い
う
だ
け
の
甲

斐
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
今
さ
ら
俗
世
に
留
ま
る
よ
り
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も
、
む
し
ろ
寺
に
入
っ
て
尼
と
な
り
、
菩
提
を
弔
お
う
と
し
て
橋

を
（
下
辺
見
村
の
思
案
橋
は
こ
の
橋
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
静
女

が
思
い
悩
ん
だ
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。）

越
え
て
前
林
と
い
う
と
こ
ろ
に
た
ど
り
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
こ
こ

ま
で
尋
ね
て
き
た
証
と
し
て
柳
の
枝
を
結
ん
だ
後
に
、
京
都
の
方

向
に
進
路
を
変
更
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
を
静
帰
と
言
い

ま
す
（
当
寺
よ
り
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
東
に
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、

今
も
結
ん
だ
柳
の
枝
が
あ
り
ま
す
。）。そ
れ
か
ら
利
根
川
を
越
え
、

伊
坂
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
た
だ
で
さ
え
秋
は
物

寂
し
い
と
い
う
時
期
に
、
深
い
嘆
き
に
包
ま
れ
て
、
旅
の
疲
れ
も

増
し
た
の
で
し
ょ
う
。
あ
っ
け
な
く
あ
の
世
へ
と
旅
立
た
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
琴
柱
は
涙
を
流
し
な
が
ら
火
葬
し
て
、
墓
の
し
る

し
に
一
本
の
杉
を
植
え
ま
し
た
。
現
在
一
本
杉
と
い
っ
て
い
る
の

は
、
こ
れ
の
こ
と
で
す
（
幹
周
り
は
六
メ
ー
ト
ル
余
り
。
栗
橋
宿

の
裏
に
あ
た
る
伊
坂
村
に
あ
り
。当
寺
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
。）。

静
女
が
亡
く
な
る
直
前
ま
で
手
に
し
て
い
た
こ
の
舞
衣
と
守
り
本

尊
、
そ
れ
に
義
経
の
形
見
の
懐
剣
は
、
菩
提
を
弔
う
た
め
に
当
寺

に
納
め
、
寺
宝
と
し
て
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

一　

蛙
蟆
龍
舞
衣　

別
に
図
を
出
し
ま
す
。

一　

形
見
懐
剣

一　

守
本
尊
阿
弥
陀
如
来　

第
三
代
天
台
座
主
円
仁
の
作
で
す
。

　
　
　

ほ
か
の
寺
宝
は
、
左
の
と
お
り
で
す
。

一　

鐙　

義
経
が
奥
州
下
向
の
時
に
預
け
て
い
っ
た
も
の
で
す

（
こ
の
品
が
、
静
女
ゆ
か
り
の
品
と
同
じ
よ
う
に
、
当
寺
に
あ

る
の
は
偶
然
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。）。

（
中
略
）

一　

右
の
静
女
の
舞
衣
は
、
昔
か
ら
当
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
を
ご
覧
に
な
り
た
い
と
い
う
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
学
問
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
近
頃
で

は
、
こ
の
よ
う
な
古
い
も
の
に
対
す
る
興
味
を
持
つ
人
も
増
え
て
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き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
最
近
で
は
、
当
宿
場
を
通
行
す

る
方
の
う
ち
、
高
貴
な
方
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
方
々

か
ら
詳
し
く
拝
見
し
た
い
と
い
う
申
し
出
が
少
か
ら
ず
増
え
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
貧
し
い
寺
な
の
で
、
箱
や
袱
紗
の
よ
う
な
も

の
が
古
い
ま
ま
で
、
お
見
せ
で
き
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
く
、
そ

う
か
と
い
っ
て
新
し
い
も
の
を
求
め
る
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。

最
近
、
御
寄
附
を
い
た
だ
き
、
誰
に
お
見
せ
し
て
も
恥
ず
か
し
く

な
い
状
態
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
御
寄
附
い
た
だ
い
た
も
の
を
、

左
に
記
し
て
お
き
ま
す
。

一　

内
箱
・
外
箱
（
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
九
月
に
、
陸
奥

白
河
藩
主
松
平
定
信
侯
が
、
近
臣
者
に
命
じ
て
御
寄
附
い
た
だ

い
た
も
の
で
す
。）

一　

袱
紗
一
張
（
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
四
月
に
、
関
東
郡
代

中
川
忠
英
侯
か
ら
御
寄
附
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。）

一　

袱
紗
一
張
（
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
五
月
に
、
出
羽
久
保

田
藩
主
佐
竹
義
和
侯
が
、
近
臣
者
に
命
じ
て
御
寄
附
い
た
だ
い

た
も
の
で
す
。）

一　

縁
記
表
装
・
二
重
箱
・
袱
紗
な
ど
（
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）

十
一
月
に
、
勘
定
奉
行
石
川
忠
房
侯
か
ら
御
寄
附
い
た
だ
い
た

も
の
で
す
。）

右
の
ほ
か
、
最
近
、
江
戸
歌
人
の
清
水
濱
臣
や
小
林
良
幹
な
ど
が

主
催
し
て
、
舞
衣
に
関
す
る
詩
歌
を
集
め
、
一
冊
に
ま
と
め
て
当

寺
に
納
め
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
遠
い
近
い
に
関
係

な
く
、
好
奇
心
の
あ
る
方
々
が
、
次
々
と
詩
歌
等
を
寄
せ
て
く
れ

て
、
年
を
重
ね
て
も
絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
わ

け
で
、静
御
前
ゆ
か
り
の
寺
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、日
を
追
っ

て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
本
当
に
有
り
難

い
こ
と
で
す
。

古
来
の
縁
記
を
記
し
た
板
木
が
年
を
経
て
磨
滅
し
、
読
み
に
く
く

な
っ
て
き
た
の
で
、
今
回
、
若
干
の
誤
字
等
を
訂
正
し
た
上
で
、
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こ
の
末
文
を
加
え
て
、
新
し
い
板
木
で
作
成
し
た
も
の
で
す
。

私
の
お
抱
え
の
相
撲
年
寄
玉
垣
が
、
仕
事
で
総
州
・
房
州
を
経
て

野
州
に
戻
っ
て
き
た
際
、
私
に
玉
垣
自
身
が
書
い
た
小
録
を
見
せ

て
く
れ
ま
し
た
。
玉
垣
は
摂
州
の
生
ま
れ
で
、
そ
の
職
業
か
ら
は

思
い
も
よ
ら
ず
、学
問
に
も
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
私
が
、

日
ご
ろ
か
ら
古
い
舞
人
を
研
究
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の

で
、
調
べ
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。

「
下
総
国
葛
飾
郡
古
河
の
辺
り
の
中
田
村
光
了
寺
は
、
浄
土
新

宗
で
、
寺
宝
に
「
静
御
前
白し

ら
び
ょ
う
し

拍
子
の
舞
衣
」
が
あ
り
ま
す
。
蝦え

夷ぞ

錦に
し
きと

い
わ
れ
る
も
の
で
、
胸
に
は
金
糸
で
日
・
月
の
紋
が
織

ら
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
約
二
十
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
懐

剣
な
ど
の
品
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
松
平
定
信
侯
の
お

耳
に
入
り
、
寛
政
十
二
年
に
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
（
侯
は
老

中
を
退
か
れ
た
後
で
、
藩
主
と
し
て
白
河
領
内
を
巡
視
し
て
い

た
と
き
の
こ
と
で
す
。）。
こ
の
古
い
舞
衣
の
片
袖
を
持
ち
帰
り

た
い
と
願
い
、
そ
の
一
部
を
持
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
代

わ
り
に
白
川
侯
の
御
紋
の
入
っ
た
御
袱
紗
と
、
二
重
箱
に
侯
の

お
名
前
を
記
し
て
寄
附
さ
れ
ま
し
た
。」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
舞
衣
は
、
私
も
数
年
前
の
日
光
参
詣
の
際
に
、
こ
の
寺
が
街

道
沿
い
だ
っ
た
の
で
立
ち
寄
っ
て
詳
し
く
拝
見
し
ま
し
た
。
蝦
夷

錦
で
は
な
く
、
薄
手
の
織
物
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
刺
繍
の
様

子
か
ら
は
、
中
国
製
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

後
に
、
光
了
寺
の
普
及
活
動
の
一
環
で
、
こ
れ
ら
の
品
物
を
江
戸

九
　
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
　
続
編
』
所
収
「
巻
之

八
十
六
　
一
　
下
総
国
光
了
寺
什
物
、
静
女
白
拍
子

舞
衣
之
事
并
墳
墓
石
碑
之
図
　
○
静
之
事〔
寛
政『
日

光
道
之
記
』
考
〕
注
付
」
抜
粋
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に
持
ち
運
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
際
も
あ
ら
た
め
て
拝
見
し
た

の
で
、
今
度
は
詳
し
く
模
様
な
ど
の
図
柄
を
紙
に
書
き
写
し
て
お

い
た
の
で
す
が
、
今
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
見
つ
か
り
し
だ
い
、添
付
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
松
平
定
信
侯
が
御
寄
附
さ
れ
た
袱
紗
も
拝
見
し
ま
し
た
。

玉
垣
の
言
う
と
お
り
、
薄
紫
に
白
紋
字
で
す
。
こ
の
ほ
か
の
こ
と

は
、私
の
『
日
光
道
記
』
の
文
章
に
記
し
て
お
き
ま
し
た
。（
後
略
。

前
出
資
料
二
参
照
）

ま
た
、
光
了
寺
で
出
版
し
た
縁
記
に
は
、（
後
略
。
前
出
資
料
五

参
照
）

「
中
田
村
と
古
河
と
の
間
に
、
思
案
橋
と
い
う
橋
が
あ
り
ま
す
。

静
御
前
が
奥
州
を
訪
ね
る
際
に
、
思
案
し
た
場
所
と
い
う
こ
と

で
、
こ
の
後
、
武
州
葛
飾
郡
栗
橋
の
は
ず
れ
の
伊
坂
村
で
お
亡

く
な
り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
埋
葬
し
た
塚
の
し
る
し

と
い
う
こ
と
で
、
大
き
な
杉
の
木
が
あ
り
ま
す
。
太
さ
は
私
の

五
廻
り
半
で
、
大
体
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
す
。（
私

の
五
廻
半
と
は
、
自
分
の
手
で
五
人
分
と
い
う
意
味
で
す
）」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ほ
か
に
も
玉
垣
が
記
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
特

に
必
要
な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
わ
ず
か
の
期
間
で
変
わ
っ

た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
私
が
こ
の
あ
た
り
が
違
っ
て
い
た
と
感

じ
た
の
で
、
こ
こ
に
と
り
あ
え
ず
筆
写
し
て
お
き
ま
す
。（
後
略
）

　

栗
橋
停
車
場
の
東
か
ら
百
歩
の
と
こ
ろ
に
古
い
塚
が
あ
り
ま
す
。

舞
姫
静
御
前
の
墓
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
静
女
が
、
鎌
倉
か
ら
逃

れ
来
て
、
義
経
が
陸
奥
に
い
る
と
聞
き
、
侍
女
一
人
を
伴
っ
て
、

ひ
そ
か
に
関
東
に
下
り
、
こ
こ
ま
で
来
た
時
に
、
義
経
が
殺
さ
れ

十
　
岡
鹿ろ

く

門も
ん

撰
文
「
静
女
冢
碑
」
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て
い
る
と
聞
き
、
泣
き
崩
れ
て
そ
の
ま
ま
息
絶
え
ま
し
た
。
村
人

は
こ
れ
を
憐
れ
み
、
高
柳
寺
の
僧
に
お
願
い
し
て
経
を
あ
げ
て
も

ら
っ
て
葬
り
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
高
柳
寺
は
、

後
に
中
田
に
移
っ
て
光
了
寺
と
改
ま
り
ま
し
た
が
、
静
女
の
錦
の

舞
衣
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
伝
え
に
よ
る
と
、
後
鳥
羽
法
皇
が

都
の
神
泉
苑
で
雨
乞
い
を
さ
れ
た
時
、
舞
い
を
奉
納
し
た
静
女
に

賜
っ
た
も
の
だ
と
の
こ
と
で
す
。
墓
の
側
に
杉
の
老
木
が
あ
り
、

そ
の
影
の
大
き
さ
は
二
十
メ
ー
ト
ル
近
く
の
広
さ
を
覆
う
ほ
ど
の

も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
安あ

ん

政せ
い

年
間
に
倒
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

里
の
豪
族
の
柳
沼
氏
が
、
墓
地
の
由
来
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
を

恐
れ
て
、
こ
の
周
り
に
柵
を
建
て
墓
域
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に

碑
を
建
て
よ
う
と
し
て
私
に
撰
文
を
さ
せ
ま
し
た
。
静
女
は
、
歌

舞
を
生
業
と
す
る
女
性
で
し
た
が
、
千
年
も
の
長
い
間
、
歴
史
家

た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
事
蹟
を
大
き
く
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
ほ
か
詩
や
歌
に
も
詠
ま
れ
、
絵
に
も
描
か
れ
、
子
ど
も
や
女
性

で
も
、
そ
れ
を
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
知
り
、
ほ
め

た
た
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
静
女
が
ど
ん
な
苦
難
に

遭
っ
て
落
ち
ぶ
れ
て
も
、
義
経
に
対
す
る
一
途
な
気
持
ち
を
変
え

な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
義
経
は
源
氏

の
大
軍
を
率
い
、
部
下
の
猛
将
や
つ
わ
も
の
た
ち
も
、
そ
の
指
揮

に
従
い
先
を
競
っ
て
奮
戦
し
、他
人
に
負
け
ま
い
と
励
み
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
旦
兄
の
頼
朝
に
疑
わ
れ
、
義
経
が
追
放
さ
れ
罪
人

に
な
る
と
、
今
ま
で
忠
実
な
部
下
だ
っ
た
猛
将
や
つ
わ
も
の
た
ち

は
掌
を
返
す
よ
う
に
義
経
を
捨
て
て
敵
に
ま
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、追
わ
れ
る
義
経
に
最
後
ま
で
つ
き
従
っ
た
の
は
、

わ
ず
か
に
十
数
名
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
哀
れ
な

な
か
、
静
女
は
か
よ
わ
い
女
性
で
あ
り
な
が
ら
、
頼
朝
に
捕
ら
え

ら
れ
て
も
、そ
の
面
前
で
吉
野
に
逃
れ
た
義
経
へ
の
思
慕
を
告
げ
、

そ
の
思
い
を
「
お
だ
ま
き
の
歌
」
に
託
し
、
た
と
え
命
を
奪
わ
れ

よ
う
と
も
何
と
も
思
わ
ぬ
と
い
う
強
い
意
思
を
示
し
ま
し
た
。
天
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下
人
で
あ
る
右
大
将
頼
朝
の
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
彼
女
の
意
思

を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
の
、
か
つ
て
義

経
の
武
将
と
な
っ
て
長
槍
を
揮ふ

る

い
大
馬
に
乗
っ
て
、「
百
夫
の
雄
」

を
も
っ
て
自
ら
任
じ
て
い
た
つ
わ
も
の
ど
も
が
、
権
力
の
前
に
味

方
に
な
っ
た
り
敵
に
な
っ
た
り
し
て
節
操
が
な
く
、
た
だ
己
の
利

益
だ
け
に
終
始
し
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
静
女
の

毅
然
と
し
て
貞
操
を
守
る
様
子
を
見
て
、
顔
を
赤
ら
め
な
い
で
い

ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
考
え
る
と
、
今
日
に
至
る
ま
で
静
女

が
人
々
に
褒
め
称
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
当
然
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
で
し
ょ
う
。
私
は
、
明
治
二
十
年
に
柿
沼
氏
を
訪
ね
、
光

了
寺
に
立
ち
寄
り
、
静
女
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
錦
の
舞
衣
を
見

て
、
往
年
の
静
女
の
あ
で
や
か
に
化
粧
を
し
て
義
経
と
の
別
れ
の

曲
を
唄
い
、頼
朝
夫
妻
の
顔
色
を
変
え
さ
せ
た
立
派
な
姿
を
思
い
、

心
に
強
く
打
た
れ
る
思
い
が
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
歴
史
上
の
静
御

前
の
逸
話
を
述
べ
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
銘
文
を
作
り
ま
し
た
。

静
御
前
が
吉
野
山
に
雪
を
踏
ん
で
歩
み
入
れ
ば
義
経
の
こ
と
を

思
っ
て
涙
を
流
し
、
そ
の
想
い
を
お
だ
ま
き
の
歌
曲
に
託
し
て

静
女
が
唄
え
ば
心
中
は
麻
の
よ
う
に
乱
れ
ま
す
。
静
女
は
、
こ

の
地
に
そ
の
玉
の
よ
う
な
美
し
い
心
を
埋
め
て
世
を
去
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
も
は
や
時
の
流
れ
が
返
る
こ
と
は
な
く
、
青
々

と
し
た
草
に
は
風
雨
が
か
か
り
落
花
が
舞
う
だ
け
で
す
。
も
し

こ
の
場
に
義
経
が
い
た
な
ら
ば
、
か
つ
て
楚
の
項
羽
が
追
い
詰

め
ら
れ
て
愛
姫
の
虞
美
人
を
「
虞
や
虞
や
汝
を
い
か
ん
せ
ん
」

と
嘆
い
た
と
き
と
同
じ
こ
と
を
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
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○　『吾妻鏡』にみる静御前関係略年表

和　暦 西暦 事　　項

文治元年 1185 ・都落ちした源義経一行に同行する。・吉野山でとらえられる。

文治 2年 1186

・母親の磯禅師とともに鎌倉に送られる。
・頼朝の命により鶴岡八幡宮で舞を舞う。
・義経の子を産む。子は男子であったため、頼朝の命で殺される。
・母親の磯禅師とともに京都に帰る。

文治 3年 1187 ・源義経が奥州に落ち延びる。

文治 5年 1189 ・源義経が衣川館で自害する。

○　久喜市の静御前伝承関係略年表

和　暦 西暦 事　　項

元禄16年 1703 ・結城藩家老水野織部長福が結城に向う途次「杉立」を通る。

寛政11年 1799 ・平戸藩主松浦静山が日光参詣の帰途「中田宿」「栗橋宿」を通る。

寛政12年 1800 ・白河藩主松平定信が光了寺に「内箱・外箱」を寄附する。

享和 3年 1803 ・関東郡代中川忠英が「静女之墳」碑を伊坂村に建立する。

文化元年 1804 ・伊坂村出身の俳人奈良坐泉の句碑が同村に建立される。・幕府の奥医師の杉本樗園が「静女舞衣の記」を詠む。
文化 4年 1807 ・関東郡代中川忠英が光了寺に「袱紗」を寄附する。

文化 5年 1808

・秋田藩主佐竹義和が光了寺に「袱紗」を寄附する。
・昌平坂学問所の儒者で、古河出身の原念斎が『許我志』を編さん
する。同書には、文政9年に改版されたものとは異なる縁記が引用
されている。

文化12年 1815 ・光了寺に「祖師聖人並静女舊跡」の標柱が建立される。

文政元年 1818 ・昌平坂学問所塾長佐藤一斎が日光に向う途次「栗橋宿」「伊阪村」「中田宿」を通る。

文政 6年 1823
・幕府によって、葛飾郡の地誌調査がはじめられる。
・勘定奉行石川忠房が光了寺に「縁記表装・二重箱・袱紗等」を寄
附する。

文政 9年 1826 ・光了寺の「静女蛙蟆竜舞衣畧縁記」が改版される。

天保元年 1830 ・『新編武蔵國風土記稿』がまとめられる。

天保12年 1841 ・戯作者為永春水が『閑窓瑣談』を出版する。

安政2年 1855 ・赤松宗旦が『利根川図志』を執筆する。

明治20年 1887 ・岡鹿門撰文の「静女冢碑」が建立される。

大正14年 1925 ・中島寅之助編『静村郷土誌　全』が発行される。
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関係資料（本文）

静女冢碑（『光了寺記念絵はがき』・個人蔵）
　この写真は、大正7年から昭和8年までの間に発行された『光了寺記念絵はがき』の中の一
枚。現存する碑は一部欠損しているため、撰文全文が明らかにできる資料として貴重。実在
の碑陰には、建碑資金を負担した人の村名、金額、名前が刻まれている。
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関係資料（本文）

（
前
略
）
右
に
遠
く
す
だ
ち
と
い
ふ
所
有
。
文
字
に
杉
立
と
書

て
、
す
だ
ち
と
よ
む
。
古
よ
り
の
大
杉
今
に
あ
り
。
是
は
頼
朝

公
１
か
ま
く
ら
に
て
、
し
づ
か
２
が
舞
御
覧
の
後
御
ほ
う
び
と

し
て
此
所
を
た
び
て
、
し
つ
か
３
こ
ゝ
に
す
み
て
命
を
は
り
け

る
。
そ
の
は
か
し
る
し
に
植
た
る
杉
と
も
、
又
は
し
づ
か
を
爰

に
か
く
し
置
た
る
所
也
。
し
づ
か
な
き
跡
の
印
と
て
植
し
と
も

い
ふ
。
い
づ
れ
の
説
よ
り
い
ひ
出
し
や
お
ぼ
つ
か
な
し
。
そ
の

杉
の
う
し
ろ
に
小
宮
あ
る
を
一
言
宮
４
と
な
ん
い
ふ
と
ぞ
。（
後

略
）

（
前
略
）
途み

ち

は
や
中な
か
だ田
１
に
到い
た

れ
り
。
此
駅え
き

の
う
ち
に
光
了

寺
２
と
い
ふ
あ
り
。
其そ
の

寺て
ら

の
門も
ん
ぜ
ん前
に
静
し
づ
か
御ご
ぜ
ん前
の
旧き
う
せ
き跡
と
書し
る
した
る

牌ふ
だ
３
を
た
て
た
り
。
い
か
な
る
迹あ
と

に
や
た
ち
よ
り
て
覧み

ば
や
と

思
し
が
、
余わ

れ
舟ふ
ね
に
懼お
そ
るる
こ
と
人ひ
と
に
絶こ
え
て
、
今け

さ朝
よ
り
の
風か
ぜ
の
音お
と

愁こ
ゝ
ろ

苦く
る
しく

思
た
れ
ば
少し
ば
しも

速は
や

く
川
を
渡
ら
ん
と
、
こ
の
旧き
う
せ
き跡

は

人
を
留と

ゞ
めて

尋た
づ
ねさ

せ
、
余わ
れ

は
急
い
そ
ぎ

行ゆ
き

て
利
根
川
の
浜ほ
と
りに

到い
た
るに

、
け
ふ

は
此
ほ
ど
辞じ

し
た
り
し
に
よ
り
て
小こ
ぶ
ね舟

よ
せ
た
れ
ば
、
う
ち
乗の
り

て
済わ
た
るに

、降ふ
り

つ
ゞ
き
し
雨
に
水
ま
し
て
向む
か
へな

る
方か
た

に
い
た
れ
ば
、

一
　
水
野
織
部
長
福
『
結
城
使
行
　
全
』
所
収
「
江

戸
出
発
」
抜
粋

二
　
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
』
所
収
「
巻
之
七
十
八
　

日
光
道
之
記
」
抜
粋

【
注
】

１
～
源
頼
朝
。
２
～
静
御
前
。
３
～
静
御
前
。
４
～
現
在
の
一
言
神
社

（
久
喜
市
栗
橋
中
央
一
丁
目
一
〇
四
六
。
以
下
同
じ
。）。
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関係資料（本文）

川か
は
か
み上

よ
り
漲
み
な
ぎ
りく

だ
る
勢
い
き
ほ
ひ

猛す
さ
ま
じか

り
し
。
水み
な
そ
こ底

も
深ふ
か

け
れ
ば
櫨ろ
４

こ
ぎ
て
渡
れ
り
。
げ
に
も
栗く
り
は
し橋

の
関せ
き
５
此こ
の

滸ほ
と
りに

す
ゑ
ら
れ
た
り

と
。
こ
な
た
の
岸き

し
に
上あ
が

り
心
を
安や
す
んじ

、
こ
こ
よ
り
輿こ
し

に
乗の
り

、
関せ
き

に
て
輿
の
戸と

あ
け
、
う
ち
過す
ぎ

て
巳
の
刻
６
ば
か
り
に
や
、
栗
橋

の
駅え

き
し
や舎

池
田
由
右
衛
門
の
家い
へ
７
に
休
や
す
ら
ひ、

こ
ゝ
に
て
昼ひ
る
か
れ
い餉す

〔
此

家い
へ

は
古ふ
る

く
せ
ま
く
も
あ
ら
ず
。
庭に
は

も
う
ち
ひ
ら
け
、
す
べ
て

掃さ
う
ぢ除
な
ど
し
た
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
や
す
き
お
も
ひ
し

た
り
〕。
此
時
光
了
寺
に
遣や

り
た
り
し
人ひ
と

返か
へ
り

来き
た
りけ

れ
ば
、
い
か
に

と
聴き

く

に
、
静し
づ
８
か
帝み
か
どよ
り
賜
た
ま
は
りし
舞ま
ひ
き
ぬ衣
と
て
あ
り
。
年と
し

古ふ
り

て
た
ゞ

一い
つ
ぺ
ん片

の
帛き
ぬ

の
み
あ
り
。
羅
う
す
も
のに

い
ろ
い
ろ
の
糸
も
て
紋も
ん

繡ぬ
ひ

た
り
し

が
、
今
は
み
な
お
ち
去さ

り
て
山
の
象
か
た
ち
雲く
も
鶴つ
る
な
ど
残の
こ
れり
。
又
義
経
９
の

与あ
た
へた

る
も
の
と
て
、
長
な
が
さ

九
寸
１０
も
あ
る
べ
き
縵す
ぐ
や
き理

に
て
平ひ
ら

一い
ち
め
ん面

な
る
短た

ん
た
う刀

あ
り
。
柄つ
か

も
鞘さ
や

も
な
く
て
素し
ら
さ
や鞘

に
こ
め
た
り
。
身み

に

は
金こ

が
ねの

脛は
ゞ
き巾

を
か
く
、
こ
れ
は
昔む
か
しの

遺
の
こ
れ
るも

の
に
て
鞘さ
や

は
後の
ち

の
も

の
と
見
ゆ
。
又
聞き

く
、
静
し
づ
か

御ご
ぜ
ん前

を
葬
は
う
む
りし

所
と
て
あ
り
。
粟あ
は
も
ち餅

う
る

家い
へ

の
ほ
と
り
よ
り
岐
ふ
み
わ
けて

わ
づ
か
に
入い
る

。墳は
か

の
墓
し
る
し
の
い
し

石
と
て
は
な
く
、

た
ゞ
杉す

ぎ

一ひ
と
き樹

立た
ち

た
り
。
大お
ほ
いさ

七な
ゝ
だ
き囲
１１
ば
か
り
も
あ
り
な
ん
と
僧そ
う

の
語か
た
りた

る
と
云い
ふ

な
ど
聞き
ゝ

て
、
の
こ
り
惜を
し

く
思
た
る
が
近ち
か

き
辺ほ
と
りの

国く
に

な
れ
ば
再ま
た

つ
て
も
こ
そ
有あ
ら

め
と
こ
ゝ
を
立
出
る
に
、
雨
ふ
り

出い
で

た
り
。
能よ
き

ほ
ど
に
こ
そ
川か
は

は
渡わ
た
りた

れ
と
け
ふ
は
川か
は
１２
を
左ひ
だ
りに

見
て
行ゆ

く
に
、
こ
ゝ
に
て
聞き
け

ば
静し
す
か女

の
し
る
し
の
杉す
ぎ

は
中な
か
だ田

に
は

あ
ら
で
此
ほ
と
り
に
在
と
い
ひ
た
り
。（
後
略
）

【
注
】

１
～
茨
城
県
古
河
市
中
田
。
２
～
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
（
茨
城
県
古
河

市
中
田
一
三
三
四
番
。
以
下
同
じ
）。
３
～
現
在
は
文
化
十
二
年
建
立

の
「
祖
師
聖
人
並
静
女
舊
跡
」
の
石
碑
あ
り
。
４
～
正
し
く
は
櫓
。
５

～
栗
橋
関
所
（
房
川
渡
中
田
関
所
）。
６
～
現
在
の
午
前
十
時
か
ら
正

午
ま
で
の
二
時
間
。
ま
た
は
午
前
十
時
頃
。
７
～
栗
橋
宿
の
本
陣
。
８

～
静
御
前
。９
～
源
義
経
。１０
～
一
寸
は
約
三・〇
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

１１
～
成
人
男
子
七
人
が
両
手
を
左
右
に
広
げ
て
囲
え
る
幹
周
り
。
１２
～

利
根
川
。
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岩
松
山
光
了
寺
〔
東
本
願
寺
１
末
上
州
２
中
田
驛
ノ
ハ
ヅ
レ
ニ

ア
リ
、〕　
此
寺
に
靜
女
の
舞
衣
有
レ
之
、
地
黑
く
織
物
に
て
摸

様
日
月
山
龍
な
り
。
下
袴
摸
様
獸
の
形
の
由
、
至
て
古
く
上
衣

計
に
て
下
袴
手
に
と
ら
れ
ず
。
靜
女
の
守
刀
白
鞘
に
て
袋
赤
地

金
襴
、
靜
法
號
岩
松
院
妙
源
大
姉
、
文
治
四
年
九
月
十
五
日
３
。

栗
橋
宿
よ
り
七
八
町
４
右
の
方
へ
入
寶
地
渡
村
５
に
靜
女
の
墓

印
大
杉
十
圍
６
に
及
ぶ
。
側
に
小
社
あ
り
、
一
言
社
７
と
い
ふ
。

一
言
の
池
埋
り
て
田
地
と
な
る
。
別
當
眞
言
京
藏
寺
８
。
中
田

の
左
一
里
計
９
に
靜
ケ
谷
と
い
ふ
村
あ
り
。
奥
州
下
向
の
時
、

靜
女
此
處
に
て
高
館
１０
落
城
を
聞
立
歸
り
し
よ
り
、
靜
歸
り
と

云
心
な
り
と
ぞ
。
栗
橋
宿
の
内
右
に
浄
土
宗
ジ
ン
ク
ハ
ン
寺
１１
、

〔
增
上
寺
１２
末
〕
土
手
上
り
口
に
左
會
津
稻
荷
１３
、〔
來
由
不
レ

知
〕
會
津
の
人
尊
敬
の
由
。
右
七
八
町
過
川
通
り
大
柳
有
り
。

凡
四
五
抱
１４
に
見
ゆ
る
。
俗
說
に
靜
が
楊
枝
の
柳
と
云
傳
り
。

三
　
大
田
南
畝
『
半
日
閑
話
』
所
収
「
巻
四
　
静
女

の
事
」

【
注
】

１
～
真
宗
大
谷
派
の
本
山
（
京
都
府
京
都
市
下
京
区
烏
丸
七
条
）。
２

～
正
し
く
は
総
州
。
３
～
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
義
経
の
没
年
は
文

治
五
年
閏
四
月
。
４
～
一
町
は
約
一
〇
九・〇
九
メ
ー
ト
ル
。
５
～
正

し
く
は
伊
坂
村
宝
治
戸
。
６
～
成
人
男
子
十
人
が
両
手
を
左
右
に
広
げ

て
囲
え
る
幹
周
り
。
７
～
現
在
の
一
言
神
社
。
８
～
現
在
の
真
言
宗
豊

山
派
経
蔵
院
（
久
喜
市
栗
橋
北
二
丁
目
一
四
番
一
六
号
）。
９
～
一
里

は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
１０
～
岩
手
県
西
磐
井
郡
平
泉
町
高
館
に
あ
っ

た
と
さ
れ
る
奥
州
藤
原
氏
の
居
館
。衣
川
館
ま
た
は
判
官
館
と
も
い
う
。

１１
～
浄
土
宗
深
廣
寺
（
久
喜
市
栗
橋
東
三
丁
目
七
番
二
四
号
）。
１２
～

浄
土
宗
の
大
本
山
（
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
丁
目
）。
１３
～
久
喜
市
栗

橋
東
六
丁
目
に
あ
る
「
会
津
見
送
り
稲
荷
の
内
殿
及
び
御
神
体
」
は
市

指
定
史
跡
。
１４
～
成
人
男
子
四
、五
人
が
両
手
を
左
右
に
広
げ
て
囲
え

る
幹
周
り
。
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（
原
文
は
句
読
点
な
し
。
参
考
の
た
め
付
す
。）

栗
橋
〔
中
田
ヘ
半
里
１
。
六
丁
２
。
戸
四
百
〕

（
前
略
）
宿
の
西
十
町
程
入
り
て
伊
坂
の
内
宝
治
戸
３
と
い

ふ
所
に
静
の
墓
印
の
杉
の
大
木
あ
り
。
静
御
前
、
義
経
４
の

あ
と
を
逐
ひ
此
所
に
來
り
。
奥
の
高
館
５
に
て
戦
死
す
と
聞

て
、
俄
に
病
て
死
た
る
を
葬
り
し
と
な
り
。
其
下
に
一
言
の

宮
６
と
て
小
き
ほ
こ
ら
あ
り
。
杉
高
六
丈
七
尺
７
、
張
り
十
五

間
８
、
圍
二
丈
三
尺
。
今
年
９
五
月
、
関
東
の
郡
代
中
川
飛

騨
守
１０
、
貲
を
捐
て
其
事
を
石
に
勒
し
て
樹
下
に
立
と
な
り
。

中
田
〔
古
河
へ
一
里
半
。
下
総
國
葛
飾
郡
な
り
。
五
丁
。
戸
百
余
〕

（
前
略
）
又
宿
の
中
、
西
の
傍
に
岩
松
山
聖
徳
院
光
了
寺
１１

と
い
ふ
一
向
宗
の
寺
あ
り
。
静
御
前
、
後
鳥
羽
院
１２
よ
り
賜

ハ
り
た
る
舞
衣
を
蔵
む
。
地
ハ
紗
の
こ
と
く
に
て
厚
く
、
摸

様
ハ
繍
と
切
付
と
両
様
交
り
て
至
て
古
き
唐
物
と
見
ゆ
〔
図

下
１３
に
出
す
〕。（
中
略
）
ま
た
義
経
の
木
鐙
ニ
、
短
刀
一
、

其
外
霊
宝
あ
り
。
詳
に
寺
の
縁
起
に
見
ゆ
。

（
中
略
）
無
程
此
光
了
寺
に
至
り
し
に
住
僧
の
静
の
墓
ハ

川
向
な
る
宝
治
戸
と
い
ふ
所
に
あ
り
と
い
ひ
し
ゆ
へ
、
其

文
字
を
問
に
、
ほ
う
ハ
む
ろ
と
も
又
た
か
ら
共
読
字
な
り

と
答
ふ
。
草
字
に
て
ハ
宝
室
に
作
る
ゆ
へ
、
か
く
ハ
云
し

な
ら
ん
。（
中
略
）

茶
屋
新
田

是
よ
り
東
の
方
十
町
余
行
ハ
南
に
逸
見
村
１４
と
大
堤
１５
と
い

ふ
両
村
の
間
に
上
水
１６
あ
り
。
其
所
に
あ
る
土
橋
を
静
御
前

の
思
案
橋
と
い
ふ
。
静
１７
、
義
経
の
跡
を
慕
ひ
、
此
所
に
來

り
。
奥
州
へ
行
ん
や
止
ん
や
と
思
案
せ
し
所
な
り
と
い
ひ
傳

ふ
。（
後
略
）

四
　
多
紀
元
簡
『
日
光
駅
程
見
聞
雑
記
』
所
収
「
栗

橋
」「
中
田
」
抜
粋
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（
原
文
は
句
読
点
な
し
。
参
考
の
た
め
付
す
。）

一
　
下
総
國
葛
餝
郡
中
田
宿
岩
松
山
聖
徳
院
光
了
寺
１
ハ
往
昔

武
州
高
柳
村
２
に
あ
り
。
高
柳
寺
と
号
し
天
台
宗
也
。
建
保

年
中
３
宗
祖
　
親
鸞
聖
人
入
御
ま
し

く
御
弟
子
と
成
、
法

名
西
願
と
下
さ
れ
、
浄
土
眞
宗
光
了
寺
と
改
号
せ
り
。
西
願

ハ
　
後
鳥
羽
院
４
の
北
面
土
岐
又
太
郎
國
村
の
次
男
。
出
家

し
て
權
大
僧
都
法
印
圓
崇
と
云
。
聖
人
御
弟
子
、
當
寺
開
基

也
。

一
　
静
女
ハ
日
本
無
双
の
舞
の
上
手
、源
義
経
卿
思
ひ
人
な
り
。

然
に

　
後
鳥
羽
院
の
御
宇
一
と
せ
大
旱
魃
し
て
、料
草
連
枝
も
枯
果
、

國
民
の
愁
安
か
ら
ず
。
依
之
貴
僧
高
僧
を
召
れ
雨
乞
執
行
ま

し
ま
せ
共
、
一
滴
の
潤
ひ
な
し
。
公
卿
詮
義
の
上
一
百
人
の

【
注
】

１
～
一
里
は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
２
～
一
町
（
丁
）
は
約

一
〇
九・〇
九
メ
ー
ト
ル
。
３
～
伊
坂
村
宝
治
戸
。
４
～
源
義
経
。
５

～
岩
手
県
西
磐
井
郡
平
泉
町
高
館
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
奥
州
藤
原
氏
の

居
館
。
衣
川
館
ま
た
は
判
官
館
と
も
い
う
。
６
～
現
在
の
一
言
神

社
。
７
～
一
丈
は
約
三・〇
三
メ
ー
ト
ル
。
一
尺
は
約
三
〇・三
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
。
８
～
一
間
は
約
一・
八
二
メ
ー
ト
ル
。
９
～
享
和
三
年
。

１０
～
中
川
忠
英
。
１１
～
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
。
１２
～
後
鳥
羽
上
皇
。
１３

～
十
五
頁
左
上
写
真
参
照
。
１４
～
現
在
の
茨
城
県
古
河
市
下
辺
見
。
１５

～
現
在
の
茨
城
県
古
河
市
大
堤
。１６
～
現
在
の
向
堀
川
。１７
～
静
御
前
。

五
　
光
了
寺
「
静
女
蛙
蟆
竜
儛
衣
畧
縁
記
」
抜
粋
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関係資料（本文）

舞
姫
を
集
め
、
神
泉
苑
の
池
に
て
法
樂
の
舞
を
行
せ
給
ふ
。

九
拾
九
人
迠
舞
け
れ
共
、
そ
の
し
る
し
な
し
。
百
人
目
に
静
５

既
に
舞
ん
と
せ
し
時
、
御
桟
敷
御
簾
の
内
よ
り
、

　
御
衣
を
給
り
、
則
静
お
そ
れ
ミ

く
是
を
着
し
舞
け
れ
ハ
、

車
軸
の
如
く
雨
降
な
り
。
則
此
儛
衣
な
り
。
是
を
蛙
蟆
竜
儛

衣
と
云
。
然
に
義
経
卿
６
、
頼
朝
公
７
の
御
勘
氣
を
蒙
り
、
落

人
と
成
給
ふ
。
静
、
義
経
卿
の
お
も
ひ
人
な
れ
は
、
静
を
鎌

倉
へ
召
れ
、
義
経
の
御
行
衛
問
せ
ま
し
ま
せ
共
、
知
ら
ざ
る

ゆ
へ
御
い
と
ま
給
り
、
静
お
も
ふ
よ
ふ
義
経
卿
東
妻
に
忍
ひ

居
給
わ
ん
。
幸
に
是
迠
下
り
、
空
し
く
都
に
帰
ら
ん
も
無
念

也
。
御
行
衛
を
尋
ん
と
侍
女
琴
柱
を
召
連
、
當
國
下
邊
見
８

と
云
里
迠
下
り
給
ふ
。
然
に
往
來
の
人
々
に
義
経
卿
の
御
行

衛
を
尋
け
れ
ば
、
さ
れ
ば
義
経
卿
ハ
去
頃
奥
州
高
舘
９
に
て

か
く
空
し
く
な
り
給
ふ
と
語
り
も
あ
え
ず
。
静
泪
に
袂
を
潤

し
、
誠
に
た
の
み
つ
れ
な
き
世
の
有
さ
ま
、
是
非
陸
奥
迄
も

尋
行
ん
と
思
ひ
し
に
、
心
尽
せ
し
甲
斐
な
く
、
か
ゝ
る
浮
世

に
な
か
ら
え
ハ
、
剃
髪
染
衣
の
身
と
成
て
、
御
菩
提
を
吊
ん

と
橋
を
〔
則
下
辺
見
村
思
案
橋
是
也
〕
越
て
前
柳
１０
と
云
里

に
か
ゝ
り
、
迷
ひ
し
道
の
印
に
と
手
元
の
柳
引
結
ひ
、
都
の

　
方
に
趣
給
ふ
。
此
所
を
静し

つ
か
え帰

と
云
。
當
寺
よ
り
三
十
丁
程
１１

東
に
あ
た
り
、
結
ひ
柳
あ
り
。
夫
よ
り
川
１２
を
こ
え
、
伊
坂
１３

と
云
里
に
か
ゝ
り
給
ひ
し
に
、
い
と
ゝ
さ
へ
秋
ハ
物
う
き

　
な
ら
ひ
成
に
、
旅
の
労
と
ひ
と
し
く
、
思
す
も
定
な
き
世
と

諸
と
も
に
墅
辺
の
露
と
き
え
給
ふ
。
琴
柱
泪
と
共
に
當
寺
に

葬
し
墓
の
し
る
し
一
も
と
の
杦
を
苗
置
ぬ
。
今
に
是
を
一
本

杦
と
云
〔
但
廻
り
弐
丈
余
１４
〕。
栗
橋
宿
う
ら
伊
坂
村
１５
に
あ

り
。
本
尊
并
頂
戴
の
御
衣
、
義
経
卿
よ
り
か
た
み
の
懐
釼
當

寺
に
納
り
常
ニ
什
物
と
成
畢
ぬ
。

一
　
鐙
　
義
経
卿
奥
州
下
向
之
節
御
預
り
な
り

（
中
略
）
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関係資料（本文）

一
　
阿
弥
陀
如
来
　
静
女
守
本
尊
慈
覺
大
師
１６
御
作

（
中
略
）右

之
外
畧
之

當
時
御
寄
附
之
次
第

一
　
寛
政
十
二
１７
申
九
月
白
川
越
中
侯
１８
儛
衣
高
覧
之
上
近
臣

よ
り
内
外
箱
御
寄
附
な
り

一
　
文
化
五
１９
辰
五
月
佐
竹
右
京
太
夫
侯
２０
同
高
覧
之
上
近
臣

よ
り
御
袱
一
張
御
寄
附
な
り

一
　
文
化
四
２１
卯
四
月
中
川
飛
騨
侯
２２
同
高
覧
之
上
御
袱
一
張

御
寄
附
也

中
田
ノ
光
了
寺
１
ニ
源
義
経
ノ
妾
静
２
ガ
遺
物
、
後
鳥
羽
院
３
ヨ

リ
賜
リ
シ
、
縫
ニ
雲
竜
ヲ
ナ
セ
シ
舞
衣
、
又
タ
白
木
ヲ
以
テ

作
リ
シ
義
経
ノ
隻
鐙
４
、
及
ビ
ソ
ノ
守
リ
刀
ア
リ
。
舞
衣
ノ
如

キ
ハ
、
諸
貴
公
求
ム
ル
者
多
ク
、
五
分
５
或
ハ
寸
６
ノ
方
切
ツ

テ
与
ヘ
シ
ト
云
。
高
了
寺
７
元
ト
幸
手
ノ
高ホ
ウ
ジ
ト柳

村
８
ニ
ア
ツ
テ
、

【
注
】

１
～
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
。
２
～
現
在
の
久
喜
市
高
柳
。
３
～
西
暦

一
二
一
三
年
か
ら
一
二
一
九
年
ま
で
。
４
～
後
鳥
羽
上
皇
。
５
～
静
御

前
。
６
～
源
義
経
。
７
～
源
頼
朝
。
８
～
現
在
の
茨
城
県
古
河
市
下
辺

見
。
９
～
岩
手
県
西
磐
井
郡
平
泉
町
高
館
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
奥
州
藤

原
氏
の
居
館
。
衣
川
館
ま
た
は
判
官
館
と
も
い
う
。
１０
～
正
し
く
は
前

林（
現
在
の
古
河
市
前
林
）。
１１
～
一
町（
丁
）は
約
一
〇
九・〇
九
メ
ー

ト
ル
。
１２
～
利
根
川
。
１３
～
現
在
の
久
喜
市
伊
坂
。
１４
～
一
丈
は
約
三・

〇
三
メ
ー
ト
ル
。
１５
～
現
在
の
久
喜
市
伊
坂
。
１６
～
第
三
代
天
台
座
主

円
仁
。１７
～
西
暦
一
八
〇
〇
年
。１８
～
白
河
藩
主
松
平
定
信（
元
老
中
）。

１９
～
西
暦
一
八
〇
八
年
。
２０
～
出
羽
秋
田
藩
主
佐
竹
義
和
。
２１
～
西
暦

一
八
〇
七
年
。
２２
～
関
東
郡
代
中
川
忠
英
。

六
　
原
念
斎
『
許
我
志
』
所
収
「
静
女
」
抜
粋
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関係資料（本文）

則
チ
高※

柳
寺
ト
称
セ
リ
。
此
ニ
ハ
静
ノ
墓
モ
ア
リ
。
蓋
シ
義
経

ヲ
追
ヒ
尋
ネ
、奥
ノ
方
ヘ
行
カ
ン
ト
テ
茲
ニ
テ
没
セ
シ
ナ
ラ
ン
。

今
猶
ソ
ノ
シ
ル
シ
ノ
杉
茂
レ
ル
本
ニ
長
ケ
三
尺
バ
カ
リ
ノ
古
碑

ア
リ
９
。
此
碑
正
面
ニ
蓮
華
ノ
上
ニ
梵
字
ヲ
題
シ
、
其
ノ
下
ニ

光
明
遍
照
十
方
世
界
正
元
元
年
１０
己
未
十
月
日
念
仏
衆
生
摂
取

不
捨
ト
三
行
ニ
勒
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
静
タ
ル
コ
ト
ヲ
記
セ
ズ
。
サ

レ
ド
相
伝
テ
是
レ
静
ノ
碑
ト
云
。
近
頃
、
又
中
川
飛
州
１１
静
女

之
墓
ト
題
セ
シ
新
碑
１２
ヲ
別
ニ
建
テ
ラ
レ
シ
ト
云
。
サ
テ
高
了

寺
何
レ
ノ
年
何
ノ
故
ニ
テ
幸
手
ヨ
リ
中
田
ニ
移
シ
ヤ
、
且
ツ
高

柳
ヲ
高
了
ト
改
メ
シ
コ
ト
、
予
未
タ
之
レ
ヲ
審
ニ
セ
ズ
。（
後

略
）

※
〈
貼
紙
〉
男
択
謹
テ
云
、
高
柳
ヲ
高
了
ト
改
メ
シ
コ
ト
ハ
彼

寺
ヨ
リ
鬻
グ
静
女
竜
衣
ノ
縁
起
１３
ニ
云
、（
後
略
。
前
出
資
料
五

参
照
）

�

（
原
漢
文
。『
佐
藤
一
斎
全
集
』
第
二
巻
の
訓
読
）

十
三
。
間し
ば
ら

く
雨
ふ
り
、
間し
ば
ら

く
霽は

る
。
鶏け
い
め
い鳴

に
発
す
。
籃ら
ん
き
ょ
う轎

【
注
】

１
～
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
。
２
～
静
御
前
。
３
～
後
鳥
羽
上
皇
。
４

～
正
し
く
は
雙
鐙
。
５
～
一
分
は
約
三・〇
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
。
６
～

一
寸
は
約
三・〇
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
７
～
正
し
く
は
光
了
寺
。
８

～
漢
字
は
現
在
の
久
喜
市
高
柳
。
カ
ナ
は
現
在
の
久
喜
市
伊
坂
。
９
～

正
元
元
年
銘
阿
弥
陀
一
尊
種
子
板
碑
。『
栗
橋
町
史
　
第
三
巻
　
資
料

編
一
』
一
一
一
頁
参
照
。
１０
～
西
暦
一
二
五
九
年
。
１１
～
関
東
郡
代
中

川
忠
英
。
１２
～
刻
ま
れ
て
い
る
文
字
は
「
静
女
之
墳
」。
１３
～
前
出
資

料
五
で
は
、「
縁
記
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

七
　
佐
藤
一
斎
『
日
光
山
行
記
』
所
収
「
文
政
元
年

九
月
十
三
日
条
」
抜
粋
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関係資料（本文）

伊い
あ
つ軋

、
忽た
ち
まち

睡ね
む

り
忽
ち
覚さ

む
。
東
も
亦
た
漸
く
白
む
。
堤つ
つ
みに

循し
た
がひ

て
行
く
。
堤て
い
が
い外

は
即
ち
利と
ね
が
わ

根
川
な
り
。
時
に
帆は
ん
し
ょ
う檣

を

看
る
。
栗く

り
は
し橋

の
駅
に
抵い
た

る
。
関か
ん
し
ん津
１
有
り
。
是こ
れ

を
武ぶ

・
総そ
う

の

界さ
か
いと

為
す
。
関か
ん
な
ん南

の
伊い
さ
か阪

村
２
に
静せ
い
じ
ょ女

の
墓
有
り
。
老ろ
う
さ
ん杉

、

輪り
ん
き
ん囷

た
り
。
大
い
さ
七し
ち
ほ
う抱
３
、
高
さ
九き
ゅ
う
じ
ん仞
４
可ば
か

り
。
枝し
じ
ょ
う条

は

旁ぼ
う
ご午

と
し
て
鬱う
つ
ば
ん蟠

、
中ち
ゅ
う
し
ん身

は
科か
く
う空

た
り
。
試
み
に
其
の
根
を

鋸ひ

き
て
之
を
嗅か

ぐ
。
気
烈は
げ
し
。
蓋け
だ
し
六
百
年
外
の
物
な
ら
ん
。

既
に
渡と

を
杭こ
う

す
れ
ば
、中
田
の
駅
た
り
。駅
北
の
光こ
う
り
ょ
う
じ

了
寺
５
は
、

即
ち
静
女
の
香こ

う
げ
し
ょ

華
処
な
り
。
舞ぶ

い衣
一い
ち
り
ょ
う領、
護
身
刀
一ひ
と
ふ
り口
、

馬ば
と
う鎧
６
一い
っ
そ
う双

を
蔵
す
。
舞
衣
は
紺
色
の
繒き
ぬ

な
り
。
肩け
ん
は
い背

に
日

月
七
星
、
蓬ほ

う
ら
い萊
雲う
ん
か
く鶴
を
繡ぬ
い
とり
す
。
伝
へ
て
後ご
と
ば
て
い

鳥
羽
帝
７
の
賜

ふ
所
と
為
す
も
、
然ぜ

ん
ぴ否

を
審つ
ま
び

ら
か
に
せ
ず
。
刀
は
銹
し
ゅ
う
じ
ゅ
う渋

甚

だ
し
。
鐙あ

ぶ
みは

全ぜ
ん
ぼ
く木

を
刳え
ぐ

り
て
之
を
為つ
く

る
。
材
は
楓か
え
でに

類
す
。

蓋
し
、
武む

さ
し蔵

鐙あ
ぶ
みと

称
す
る
者
、
伝
へ
て
、
以
て
源げ
ん

豫よ
し
ゅ
う州
８
の

物
と
為
す
も
、
疑
ふ
べ
し
。
寺
は
旧も

と
、
伊い
さ
か阪

村
に
在
り
。

後
に
此こ

こ
に
徙う
つ

す
。（
後
略
）

�

（
原
文
は
句
読
点
な
し
。
参
考
の
た
め
付
す
。）

一
　
静
女
の
舞
衣
は
下
総
國
葛
飾
郡
中
田
宿
岩
松
山
聖
徳
院
光

了
寺
１
に
蔵
す
る
所
也
。
此
寺
往
昔
は
武
州
髙
柳
村
２
に
有

【
注
】

１
～
栗
橋
関
所
（
房
川
渡
中
田
関
所
）。
２
～
現
在
の
久
喜
市
伊
坂
。

３
～
成
人
男
子
七
人
が
両
手
を
左
右
に
広
げ
て
囲
え
る
幹
周
り
。
４
～

非
常
に
高
い
例
え
。５
～
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
。６
～
正
し
く
は
馬
鐙
。

７
～
後
鳥
羽
天
皇
。
８
～
源
義
経
。

八
　
光
了
寺
廿
一
世
釈
西
明
「
静
女
蛙
蟆
竜
舞
衣
畧

縁
記
」
抜
粋
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関係資料（本文）

て
高
柳
寺
と
号
し
、
天
台
宗
也
。
建
保
年
中
３
宗
祖
親
鸞
聖

人
御
入
ま
し

く
た
り
し
。
其
時
の
住
持
は
後
鳥
羽
院
４
の

北
面
土
岐
又
太
郎
國
村
の
次
男
、
出
家
し
て
權
大
僧
都
法
印

圓
崇
と
云
し
人
成
し
か
。
御
弟
子
と
な
り
法
名
西
願
と
下
さ

れ
、
浄
土
眞
宗
光
了
寺
と
改
号
せ
り
。
其
後
寺
を
爰
に
移
す

也
。

一
　
静
女
ハ
無
双
の
舞
の
上
手
に
て
、
源
判
官
義
經
５
の
思
ひ

人
也
し
事
ハ
世
に
あ
ま
ね
く
知
る
所
也
。
一
と
せ
、

　
後
鳥
羽
院
の
御
宇
に
大
に
旱
魃
し
、
田
園
草
木
も
枯
果
む
と

し
て
國
民
の
愁
大
方
な
ら
す
。
因
て
貴
僧
高
僧
を
召
れ
雨
乞

執
行
せ
さ
せ
給
へ
と
も
、
一
滴
の
潤
ひ
な
か
り
し
か
ハ
、
公

卿
詮
議
の
上
一
百
人
の
舞
姫
を
集
め
、
神
泉
苑
に
行
幸
な
り

て
法
楽
の
舞
を
行
せ
給
ふ
。
九
十
九
人
迠
ま
ひ
け
れ
共
、
其

し
る
し
な
し
。
終
に
至
り
て
静
６
既
に
舞
ん
と
せ
し
時
、
か

た
し
け
な
く
も
御
桟
敷
の
御
簾
の
内
よ
り
、　
御
衣
を
賜
る
。

則
静
是
を
着
し
舞
け
れ
ハ
、
雨
降
こ
と
夥
か
り
し
と
そ
。
則

是
を
蛙
蟆
龍
の
舞
衣
と
号
す
〔
此
御
衣
を
あ
ま
龍
の
舞
衣
と

号
す
事
、
い
か
な
る
故
と
云
事
を
し
ら
す
。
御
衣
の
紋
に
あ

ま
龍
７
の
如
き
形
有
故
に
や
あ
ら
ん
か
〕。
然
る
に
義
經
、
頼

朝
卿
８
と
御
中
不
和
と
な
り
、
落
人
と
成
給
ふ
。
静
ハ
義
經

の
思
ひ
人
な
れ
ハ
、
鎌
倉
へ
召
れ
義
經
の
御
行
方
を
問
給
へ

と
も
、
し
ら
さ
る
故
御
い
と
ま
給
は
り
ぬ
。
静
、
其
後
義
經

は
東
妻
に
忍
ひ
居
給
ふ
よ
し
を
ほ
の
き
ゝ
、
御
行
へ
を
尋
ん

と
侍
女
琴
柱
を
召
連
、
當
國
下
辺
見
９
と
云
里
迄
下
り
、
往

來
の
人
々
に
義
經
の
御
行
へ
を
尋
ぬ
れ
ハ
、
義
經
ハ
去
頃
奥

州
高
舘
１０
に
て
空
し
く
な
り
給
ふ
と
語
る
を
聞
、
悲
し
ひ
に

堪
す
。
是
非
陸
奥
迄
も
尋
行
ん
と
心
を
尽
さ
れ
し
か
ひ
も
な

け
れ
は
、か
く
て
憂
世
に
在
ん
よ
り
剃
髪
染
衣
の
身
と
成
て
、

御
菩
提
を
吊
ん
と
橋
を
〔
則
下
辺
見
村
思
案
橋
是
也
。
爰
に
て

静
と
や
か
く
案
し
煩
ひ
し
故
の
名
と
云
り
〕
越
て
前
橋
１１
と
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云
里
に
か
ゝ
り
、
迷
ひ
来
り
し
道
の
験
に
と
柳
を
結
ひ
置
、

爰
よ
り
又
都
の
方
へ
と
志
し
給
ふ
と
な
り
。
此
所
を
静
帰
と

云
〔
當
寺
よ
り
三
十
丁
１２
程
東
に
あ
た
り
、
結
ひ
柳
今
に
あ

り
〕。
夫
よ
り
利
根
川
を
越
、
伊
坂
１３
と
云
里
に
至
り
給
ひ
し

に
、
い
と
ゝ
さ
へ
秋
ハ
か
な
し
き
習
ひ
成
に
、
深
き
歎
に
し

つ
ま
れ
し
に
、
旅
の
労
や
増
り
け
む
。
は
か
な
く
も
道
の
邊

の
草
葉
の
露
と
消
給
ふ
。
琴
柱
泪
と
ゝ
も
に
烟
と
な
し
墓
の

印
に
一
も
と
の
杉
を
植
置
ぬ
。
今
に
是
を
一
本
杉
と
云
〔
但

廻
り
弐
丈
余
１４
。
栗
橋
宿
の
裏
伊
坂
村
１５
に
有
。
當
寺
よ
り

十
餘
丁
〕。
静
の
今
は
の
際
ま
て
持
た
り
し
彼
舞
衣
並
守
り

本
尊
、
義
經
都
を
出
し
時
形
見
に
賜
り
し
懐
釼
と
を
、
菩
提

の
為
に
當
寺
に
納
め
今
に
什
物
と
な
り
畢
ぬ
。

一
　
蛙
蟆
龍
舞
衣
　
別
に
図
を
出
す

一
　
形
見
懐
釼

一
　
守
本
尊
阿
弥
陀
如
来
　
慈
覚
大
師
１６
御
作

　
　
　
　
外
ニ
當
寺
什
物
左
の
如
し

一
　
鐙
　
義
經
奥
州
下
向
之
時
被
預
所
也
〔
此
品
静
女
ノ
遺
物

ト
均
ク
、
當
寺
に
有
事
奇
偶
ナ
ル
カ
〕

（
中
略
）

一
　
右
静
女
の
舞
衣
、當
寺
に
蔵
す
る
事
年
久
し
と
い
へ
と
も
、

見
ん
事
を
乞
ふ
人
さ
の
ミ
多
か
ら
さ
り
し
に
、
昇
平
の
御
世

の
し
る
し
、
か
ゝ
る
古
物
を
好
ミ
給
ふ
人
々
も
多
く
成
た
る

に
や
。
近
頃
に
至
り
て
ハ
當
駅
通
行
の
方
々
、
貴
賎
と
な
く

懇
に
ミ
ん
こ
と
を
乞
給
ふ
こ
と
少
か
ら
す
。
さ
れ
と
貧
寺
な

れ
ハ
箱
ふ
く
さ
や
う
の
物
い
と
古
ひ
て
、
ふ
つ
ゝ
か
に
な
り

つ
れ
と
、
改
め
か
ふ
る
に
も
及
は
さ
り
し
に
、
近
々
御
寄
附

有
て
、
今
ハ
如
何
な
る
貴
人
に
見
せ
参
ら
す
る
と
も
恥
し
か

ら
す
な
り
ぬ
る
ま
ゝ
左
に
し
る
す
。

一
　
内
箱
外
箱
〔
寛
政
十
二
１７
申
九
月
白
川
侯
１８
、
近
臣
に
命

せ
ら
れ
て
御
寄
附
〕
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一
　
袱
　
一
張
〔
文
化
四
１９
夘
四
月
飛
騨
守
中
川
忠
英
君
２０
御

寄
附
〕

一
　
同
　
一
張
〔
文
化
五
２１
辰
五
月
秋
田
侯
２２
、
近
臣
に
命
せ

ら
れ
て
御
寄
附
〕

一
　
縁
記
表
相
　
二
重
箱
服
紗
共
〔
文
政
六
２３
未
十
一
月
主
水

正
石
川
忠
房
君
２４
御
寄
附
〕

　
右
之
外
近
来
江
府
歌
人
清
水
濱
臣
２５
、
小
林
良
幹
抔
の
催
に

て
、
舞
衣
に
よ
れ
る
詩
哥
を
集
め
、
一
冊
と
し
て
納
め
ら
る
。

其
外
遠
近
の
好
事
の
人
つ
き
く
に
詩
歌
等
を
寄
ら
る
ゝ
こ

と
、
年
を
追
て
絶
す
。
さ
れ
ハ
静
女
の
ゆ
ゑ
よ
し
も
、
日
に

し
た
か
ひ
て
世
に
廣
こ
り
ぬ
る
事
の
有
難
さ
よ
。

古
来
の
縁
記
を
冩
せ
る
板
行
年
を
經
て
磨
滅
し
分
り
か
た
く

成
た
る
に
よ
り
、此
度
い
さ
ゝ
か
文
字
等
の
誤
れ
る
を
正
し
、

冩
し
改
め
末
書
を
加
へ
改
板
せ
し
む
る
も
の
な
り
。

【
注
】

１
～
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
。
２
～
現
在
の
久
喜
市
高
柳
。
３
～
西
暦

一
二
一
三
年
か
ら
一
二
一
九
年
ま
で
。
４
～
後
鳥
羽
上
皇
。
５
～
源
義

経
。
６
～
静
御
前
。
７
～
雨
龍
は
、
雨
を
つ
か
さ
ど
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
中
国
の
想
像
上
の
龍
に
似
た
動
物
。
体
は
黄
緑
色
、
尾
は
赤
く
細

い
。
角
は
な
い
。
螭
龍
・
み
ず
ち
と
も
い
う
。
８
～
源
頼
朝
。
９
～
現

在
の
茨
城
県
古
河
市
下
辺
見
。
１０
～
岩
手
県
西
磐
井
郡
平
泉
町
高
館
に

あ
っ
た
と
さ
れ
る
奥
州
藤
原
氏
の
居
館
。
衣
川
館
ま
た
は
判
官
館
と
も

い
う
。
１１
～
正
し
く
は
前
林（
現
在
の
古
河
市
前
林
）。
１２
～
一
町（
丁
）

は
約
一
〇
九・〇
九
メ
ー
ト
ル
。
１３
～
現
在
の
久
喜
市
伊
坂
。
１４
～
一

丈
は
約
三・〇
三
メ
ー
ト
ル
。
１５
～
現
在
の
久
喜
市
伊
坂
。
１６
～
第
三

代
天
台
座
主
円
仁
。
１７
～
西
暦
一
八
〇
〇
年
。
１８
～
白
河
藩
主
松
平
定

信
（
元
老
中
）。
１９
～
西
暦
一
八
〇
七
年
。
２０
～
関
東
郡
代
中
川
忠
英
。

２１
～
西
暦
一
八
〇
八
年
。
２２
～
出
羽
秋
田
藩
主
佐
竹
義
和
。
２３
～
西
暦

一
八
二
三
年
。２４
～
勘
定
奉
行
石
川
忠
房
。２５
～
江
戸
飯
田
町
の
歌
人
、

医
師
、
国
学
者
。
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予
が
中
の
相
撲
年
寄
玉
垣
１
、
業
の
こ
と
に
就
て
、
総
房
を
経

て
野
州
へ
往
き
帰
れ
る
と
き
、
予
に
自
記
の
小
録
を
示
す
。
こ

の
玉
垣
は
摂
の
産
に
て
、
其
業
に
は
似
ず
、
少
く
文
雅
を
好
め

り
。
因
て
予
が
年
来
古
の
妓
舞
を
述
る
を
知
て
然
す
る
也
。

曰
ふ
。
下
総
国
葛
飾
郡
古
河
２
の
辺
、
中
田
村
光
了
寺
３
は
、

門
徒
宗
に
て
、
什
物
に
静
御
前
白
拍
子
の
舞
衣
有
レ
之
。
蝦

夷
錦
、
胸
に
金
糸
に
て
日
月
の
織
紋
あ
り
。
外
に
九
寸
五
歩
４
、

手
道
具
等
品
々
有
レ
之
。
此
こ
と
白
川
楽
翁
様
５
の
御
聞
に

入
、
先
年
６
御
入
有
レ
之
（
侯
退
役
の
後
、
そ
の
領
邑
白
川

順
視
の
暇
を
賜
は
り
し
旅
中
の
こ
と
な
り
）、
古
舞
衣
、
片

袖
御
所
望
に
而
、
御
借
り
請
に
相
成
り
、
其
代
と
し
て
、
御

紋
付
御
ふ
く
さ
并
二
重
箱
、
白
川
少
将
と
御
し
る
し
御
奉
納

有
レ
之
候
。

こ
の
舞
衣
は
、
予
も
先
年
日
光
参
詣
の
と
き
、
こ
の
寺
道
傍
な

れ
ば
、立
寄
り
て
親
く
視
た
り
。
さ
れ
ど
も
蝦
夷
錦
に
は
非
ず
。

薄
き
織
も
の
也
。
縫
紋
の
さ
ま
は
、
成
る
ほ
ど
唐
物
と
や
云
べ

き
。
夫
よ
り
後
、
光
了
寺
勧
化
の
為
迚
、
此
品
々
を
江
都
に
携

へ
出
た
る
こ
と
あ
り
て
、
其
折
も
復
視
た
る
ゆ
ゑ
、
委
し
く
図

を
な
し
紙
形
を
も
造
置
し
が
、
今
其
所
在
を
失
ふ
。
他
日
索
得

ば
後し

り

へ
に
補
は
ん
７
。
又
白
川
少
将
の
ふ
く
さ
も
見
た
り
。
是

は
か
の
言
の
如
に
し
て
、
薄
紫
に
白
紋
字
な
り
し
。
こ
の
余
は

予
が
『
日
光
道
記
』
の
文
あ
り
。（
中
略
。
前
出
資
料
二
参
照
）

又
光
了
寺
に
板
施
す
る
縁
記
の
所レ云
は
、（
中
略
。
前
出
資
料

八
参
照
）

玉
垣
曰
。
中
田
村
と
古
河
と
の
間
に
、し
あ
ん
橋
と
云
有
り
。

九
　
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
　
続
篇
』
所
収
「
巻
之

八
十
六
　
一
　
下
総
国
光
了
寺
什
物
、
静
女
白
拍
子

舞
衣
之
事
并
墳
墓
石
碑
之
図
　
○
静
之
事〔
寛
政『
日

光
道
之
記
』
考
〕
注
付
」
抜
粋
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静
御
前
奥
州
へ
下
向
の
節
、
し
あ
ん
致
さ
れ
候
て
、
武
州
葛

飾
郡
栗
橋
在
、
伊
坂
村
８
に
て
死
去
な
さ
れ
候
。
其
塚
の
印

と
て
、
大
木
の
杉
有
り
。
太
さ
私●

五
廻
り
半
、
凡
三
丈
余
９

と
申
す
こ
と
。（
●
私
の
五
廻
と
は
、
自
れ
が
手
に
て
五
囲

と
云
意
な
り
）

又
玉
垣
が
記
せ
し
所
あ
り
。
是
は
不
用
の
も
の
な
が
ら
、
暫
時

に
し
て
古
今
の
違
あ
り
。予
が
此
辺
を
経
し
と
か
は
れ
ば
、こ
ゝ

に
姑し

ば
らく

写
す
。（
後
略
）

�

（
原
漢
文
。
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
村
山
吉
廣
氏
の
訓
読
）

栗く
り
は
し橋

停て
い
し
ゃ
じ
ょ
う

車
場
１
の
東ひ
が
しの

か
た
百ひ
ゃ
っ
ぽ歩

に
古こ
ち
ょ
う冢

有あ

り
。
傳つ
た

へ
て
舞ぶ

き妓

静せ
い
じ
ょ女

の
墓は
か

と
為な

す
。
曰い
わ

く
、「
静せ
い
じ
ょ女

已す
で

に
鎌か
ま
く
ら倉

を
遁の
が

れ
、
廷て
い
い尉
２

の
陸む

つ奥
に
在あ

り
と
聞き

き
、
一い
っ
ぴ婢

を
従し
た
がへ

、
間ひ
そ

か
に
關か
ん
と
う東

に
下く
だ

る
。

此こ
こ
に
至い
た
り
て
、
廷て
い
い尉
の
害が
い
に
遭あ

ふ
を
聞き

き
、
一い
っ
と
う慟
し
て
遂つ
い
に
絶た

ゆ
。
邑ゆ
う
じ
ん人

之こ

れ
を
憐あ
わ
れみ

、
高こ
う
り
ゅ
う
じ

柳
寺
の
僧そ
う

に
請こ

ひ
、
誦じ
ゅ
き
ょ
う経

し
て

以も
っ

て
葬ほ
う
むる
」
と
。
髙こ
う
り
ゅ
う
じ

柳
寺
、
後の
ち
、
中な
か
だ田
３
に
移う
つ

り
光こ
う
り
ょ
う了と
改
か
い
し
ょ
う稱

し
４
、
静せ
い
じ
ょ女

の
錦き
ん
だ
ん叚

の
舞ぶ

い衣
を
蔵お
さ

む
。
傳つ
た

へ
て
後ご

と

ば
鳥
羽
法ほ
う
お
う皇

、

雨あ
め
を
神し
ん
せ
ん
え
ん

泉
苑
に
禱い
の
り
し
時と
き
に
賜た
ま
ふ
所と
こ
ろと
為な

す
。
冢ち
ょ
うに
老お

い
た
る

杉さ
ん
じ
ゅ樹

有あ

り
。
樹き

の
大お
お

き
さ
は
午ご
い
ん蔭

數す
う

十
弓き
ゅ
う
５
を
蔽お
お

ふ
。
安あ
ん
せ
い政

年ね
ん
か
ん間
６
に
僵た
お

る
。
邑ゆ
う
ご
う豪

柳
沼
氏し

、
其そ

の
湮い
ん
め
つ滅

に
歸き

す
る
を
恐お
そ

れ
、

柵さ
く

を
樹た

て
、域い
き

を
表あ
ら
わし

、一い
っ
ぴ碑

を
建た

て
、余よ

を
し
て
撰せ
ん
ぶ
ん文

せ
し
む
。

静せ
い
じ
ょ女

は
歌か

ぶ舞
を
以も
っ

て
人ひ
と

に
事つ
か

ふ
る
者も
の

に
し
て
、
千せ
ん
ざ
い載

の
下も
と

、

十
　
岡
鹿
門
撰
文
「
静
女
冢
碑
」

【
注
】

１
～
玉
垣
名
跡
七
代
目
朝
ノ
雪
勘
三
郎
。２
～
現
在
の
茨
城
県
古
河
市
。

３
～
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
。
４
～
一
刃
の
部
分
の
長
さ
が
約
二
九
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
短
刀
。
５
～
白
河
藩
主
松
平
定
信
（
元
老
中
）。
６
～

寛
政
十
二
年
。
７
～
不
明
。
十
五
頁
及
び
十
六
頁
写
真
参
照
。
８
～
現

在
の
久
喜
市
伊
坂
。
９
～
一
丈
は
約
三・〇
三
メ
ー
ト
ル
。
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関係資料（本文）

史し

し氏
其そ

の
事こ
と

を
張ち
ょ
う
だ
い大に

す
。
之こ

れ
を
詩し
い
か歌

に
し
、
之こ

れ
を
圖と

が畫

に
し
、
童ど

う
よ
う幼

婦ふ
じ
ょ女

の
稱し
ょ
う
ど
う道す

る
こ
と
昨さ
く
じ
つ日

の
如ご
と

き
は
、
豈あ

に
其そ

の
流り
ゅ
う
り離

顛て
ん
ぱ
い沛

す
る
も
敢あ

へ
て
一い
つ

の
義ぎ

に
従し
た
がふ

を
變か

へ
ざ
る
の
故ゆ
え

に
あ
ら
ざ
る
か
。
夫そ

れ
廷て
い
い尉

は
大た
い
ぐ
ん軍

を
率ひ
き

ゐ
、
猛も
う
し
ょ
う将、

健け
ん
そ
つ卒

、

奮ふ
ん
や
く躍

し
て
先せ
ん

を
争あ
ら
そひ

、
或あ
る

は
及お
よ

ば
ざ
る
を
恐お
そ

る
。
一い
っ
た
ん旦

寃え
ん
ざ
い罪

を

蒙こ
う
むれ

ば
、

起
き
ょ
う
き

し
て
之こ

れ
を
敵て
き

に
す
。
其そ

の
亡に

ぐ
る
に
従し
た
がふ

者も
の

僅わ
ず
か
に
十
數す
う
め
い名
の
み
。
し
か
し
て
静せ
い
じ
ょ女
の
逮た
い
に
就つ

く
や
、
天て
ん
と

す
る
所と

こ
ろを

芳ほ
う
ざ
ん山

に
望の
ぞ

み
、
懐お
も

ふ
所と
こ
ろを

連れ
ん
か
ん環

に
寄よ

す
。
死し

を
視み

る

こ
と
歸き

す
る
が
如ご
と

し
。
右う

ふ府
７
の
威い

を
以も
っ

て
之こ

れ
を
如い

か何
ん
と

も
す
る
無な

し
。
彼か

の
長ち
ょ
う
そ
う槍、

大た
い
ば馬

、
自み
ず
から

百ひ
ゃ
く
ふ夫

の
雄ゆ
う

を
許ゆ
る

し
て
、

し
か
も
反は

ん
ぷ
く覆
す
る
こ
と
極き
わ
ま
り
無な

く
、
唯た

だ
利り

を
の
み
之こ

れ
視み

る
も
の
、
静せ
い
じ
ょ女

の
風ふ
う

を
聞き

か
ば
、
獨ひ
と

り
赧た
ん
ぜ
ん然

と
す
る
所
と
こ
ろ

無な

か

ら
ん
か
。
冝む

べ

な
る
か
な
、
稱し
ょ
う
ど
う道

せ
ら
れ
て
今こ
ん
に
ち日

に
至い
た

る
こ
と

や
。
歳と

し

の
丁て
い
が
い亥
８
、
余よ

、
柿
沼
氏し
９
に
客き
ゃ
くた

り
。
光こ
う
り
ょ
う
じ

了
寺
を
過よ
ぎ

り
、
錦き
ん
だ
ん叚

の
舞ぶ

い衣
を
觀み

て
、
其そ

の
艶え
ん
し
ょ
う粧し

て
離り
べ
つ別

の
曲き
ょ
くを

唱と
な

へ
、

右う

ふ府
夫ふ
さ
い妻
１０
を
し
て
色い
ろ

を
變へ
ん

ぜ
し
む
る
を
想お
も

ひ
、
慨が
い
ぜ
ん然

と
し
て

之こ

れ
を
久ひ
さ

し
う
す
。
因よ

り
て
逸い
つ
じ事

を
歴れ
き
じ
ょ敘

し
、
係か

く
る
に
銘め
い

を

以も
っ

て
す
。
銘め
い

に
曰い
わ

く
。

　
雪ゆ

き
を
芳ほ
う
ざ
ん山

に
蹈ふ

め
ば
　
涕て
い
る
い涙

滂ぼ
う
だ沱

た
り

　
懐か

い
を
連れ
ん
か
ん環

に
寄よ

す
れ
ば
　
心
し
ん
き
ょ
く曲

亂ら
ん
ま麻

た
り

　
此こ

こ
に
埋う
ず

む
る
こ
と
玉た
ま

の
如ご
と

し
　
往お
う
じ事

の
逝せ
い
は波

　
芊せ

ん
め
ん綿
た
る
芳ほ
う
そ
う草

　
風ふ
う
う雨
落ら
っ
か花

　
英え

い
ゆ
う雄

氣き

盡つ

く
　
虞ぐ

を
如い

か何
ん
せ
ん

【
注
】

１
～
現
在
の
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
宇
都
宮
線
栗
橋
駅
よ
り
も
古
河
寄
り
に

あ
っ
た
旧
駅
舎
。
２
～
源
義
経
。
３
～
現
在
の
茨
城
県
古
河
市
中
田
。

４
～
現
在
の
真
宗
大
谷
派
寺
院
光
了
寺
。
５
～
一
弓
は
約
一・八
メ
ー

ト
ル
。６
～
西
暦
一
八
五
四
年
か
ら
一
八
六
〇
年
ま
で
。７
～
源
頼
朝
。

８
～
明
治
二
十
年
。
９
～
碑
陰
に
「
伊
坂
村
」
の
「
柿
沼
利
兵
衛
」
の

名
が
み
え
る
。
１０
～
源
頼
朝
・
北
条
政
子
夫
妻
。



静御前58

関係資料（本文）

色々な雨龍（千鹿野茂『日本家紋総鑑』（角川書店）1166頁）
　同書によると、「竜紋の形は竜と雨竜に大別される。」とある。また、静御前が舞った
とされる京都の神泉苑には、色 な々形で雨龍の紋を見ることができる。

雨竜菱

丸に抱き雨竜に橘

隅立て雨竜

抱き雨竜に五三桐

抱き雨竜に左三つ巴

雨竜の丸2

入れ違い雨竜

平角雨竜

雨竜の丸1

雨竜木瓜

松皮雨竜

抱き雨竜に師の角字
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主な参考文献

1821 杉本樗園「静女舞衣の記」（『海録　巻三』所収）
1841 為永春水「安宅の關并に静女の古跡」（『閑窗瑣談　巻之一』所収）
1855 赤松宗旦「静女舞衣」（『利根川図志　巻二』所収）
1881 十返舎一九『奥羽一覧道中膝栗毛　第二編　巻之上』
1881 十返舎一九『奥羽一覧道中膝栗毛　第四編　巻之上』
1892 社会散士「静および白拍子」（『風俗画報』第42号所収）
1892 佐藤弘毅「源廷尉の妾静女の墓」（『好古叢誌』初編第2巻所収）
1892 宮崎幸麿「静女の墓追考」（『好古叢誌』初編第2巻所収）
1900 清水濱臣「静女舞衣懐古帖序」（『高等国文　近世名家文　下巻』所収）
1901 饗庭篁村「水戸の観梅」（『旅硯』所収）
1917 藤沢衛彦「静の舞衣」「静の思案橋」「静の墓」「一言の宮」（『日本伝説叢書　北武

蔵の巻』（日本伝説叢書刊行会）所収）
1919 藤沢衛彦「静女舞衣」（『日本伝説叢書　下総の巻』（日本伝説叢書刊行会）所収）
1922 田中智学『史劇　栗橋の静』
1925 中島寅之助「（一）静女の墳墓」『静村郷土誌　全』所収
1929 岩井八郎「静女の塚と伝説」（『埼玉史談』第1巻第1号所収）
1930 小谷部全一郎『静御前之生涯』（厚生閣）
1940 「静御前の墓」（『郷土旅行叢書』第3巻所収）
1943 建部友太郎「静御前の墓」（『武相の史蹟』（双龍製薬株式会社）所収）
1967 「川の関所・静御前」（『さいたまの街道』（さいたま新聞社）所収）
1987 橋本三喜男「日光街道独歩」（『歴史と旅』第185号所収）
2000 横山吉男「日光街道の今昔15回　栗橋宿」（『地図ニュース』第337号所収）
2001 横山吉男「日光街道の今昔16回　中田宿」（『地図ニュース』第341号所収）
2001 中村健治『新御伽草子　巻の二　あま龍の守の生涯』（近代文芸社）
2004 内藤浩譽『静御前の伝承と文芸』（國學院大學大学院研究叢書文学研究科13）
2005 白井哲哉「義経渡海説を語らせたのは誰か－近世武蔵国の事例から」（『北海道・東

北史研究』第2号所収）
2005 下山忍「義経の妻妾と静伝説」（大三輪龍彦・関幸彦・福田豊彦『義経とその時代』（山

川出版社）所収）
2008 さいたま文学館『企画展　よみがえる歴史ヒーローの伝説－直実、重忠、静御前た

ちと文芸作品』
2009 白井哲哉「名所化する遺跡－静御前墓所伝承地の200年」（国際日本文化研究セン

ター編『旅と日本発見　移動と交通の文化形成力』所収）
2010 橋場万里子「利根川－源頼政・静御前の供養の地－」（『検証・日本史の舞台』（東

京堂出版）所収）
2013 平野杏奈「静御前像の変遷と語られた女性像」（筑波大学情報学群知識情報・図書

館学類2012年度卒業論文）抄録

※　このほか、「愛宕山経蔵密院之紀」、『古河志』（『古河市史　資料　別巻』（古河市）所収）、
『新編武蔵国風土記稿　葛飾郡　五巻』（文献出版）なども参考にしました。



房川船橋之図の写し（久喜市立郷土資料館蔵）

静御前関係略系図

磯禅師

静御前
（静）
（静女）

男子

郷御前 北条政子
弟

源義経
（源廷尉）
（源判官）
（源豫州）

兄
源頼朝

（源右府）

凡例
１　本書は、市ゆかりの人物に関する基本文献に相当する関係資料をまとめ、それ
　らの関係資料を基礎にして、当該人物の叙述を試みたものです。
２　本書は、原則として三部構成になっています。
　①　当該人物の概要が理解できるように平易に叙述した専門家の寄稿文
　②　当該人物に関する関係資料を現代的な言葉で意訳した現代語訳
　③　当該人物に関する関係資料の本文（原漢文については訓読体で表記）
３　本書は、久喜市ゆかりの人物に関する一般的な読み物と、当該人物に関する基
　本文献に相当する関係資料を整理した資料集に相当するものです。
４　本書の刊行に当たり、次の方々にご協力をいただきました。ここに記してお礼
　申し上げます（敬称略）。
　　　久喜市商工会、久喜市立郷土資料館、国立公文書館、国立国会図書館、
　　　埼玉県立文書館、静御前遺跡保存会、武田庸二郎、村山廣
５　本書内では、「静御前」を「静女」と表記することがあります。読みは、和文で
　は「しずか」と、漢文では「せいじょ」と読んでください。

表紙右

静女之墳図（『甲子夜話続編7』（平凡社・東洋文庫）266頁）

表紙左

静女之墳（『光了寺記念絵はがき』・個人蔵）
　この写真は、大正7年から昭和8年までの間に発行された『光了寺記念絵はがき』
の中の一枚。

　12代将軍徳川家慶（いえよし）が日光社参をする時に架けられた船橋の様子を描いた瓦
版（天保14年）を、明治時代以降に写したもの。左下部に大杉と石碑も紹介されていて、
1843年頃には目印として意識されていたことがわかる。

裏表紙

静女古墳図
（『新編武蔵国風土記稿　葛飾郡　巻之三十八』・国立公文書館蔵）

　杉の大木の左下に「静女之墳」の石碑が、右下に「坐泉の句碑」が描かれている。

歴史資料でよむ久喜市ゆかりの人物ブックレット　②

静御前の伝承
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　　　　　〒346－0192　久喜市菖蒲町新堀38
印　刷　　有限会社イノウ印刷
　　　　　〒346－0005　久喜市本町2－2－21

　この図には、「この碑は、御郡代中川飛騨守、御代官中村八大夫手附、宍戸三蔵に
命じてこゝに建つと。」という文が添えられている。
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