
－８－

武　州　み　た　け

齋

藤

愼

一

　

大
河
ド
ラ
マ
の
影
響
で
畠
山
重
忠
が
注
目

さ
れ
ま
す
。
武
蔵
御
嶽
山
と
重
忠
伝
説
の
現

在
最
古
の
記
述
は
、
四
代
将
軍
徳
川
家
宣
の

儒
臣
、
新
井
白
石
の
古
武
器
古
証
の
先
駆
、

宝
永
六
年（
一
七
〇
九
）卒
の「
本
朝
軍
器
考
」

で
す
。「
秩
父
御
嶽
山
ニ
ハ
畠
山
庄
司
重
忠

ノ
鎧
ア
リ
」
と
簡
単
で
す
が
全
国
の
名
甲
を

展
望
し
て
の
当
代
屈
指
の
考
証
学
者
の
発
言

で
す
。
御
嶽
山
と
重
忠
の
ゆ
か
り
は
、
信
ず

べ
き
甲
冑
と
共
に
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

　

さ
て
、
平
治
の
乱
の
四
年
後
、
長
寛
二
年

（
一
一
六
四
）
に
畠
山
庄
司
重し

げ
よ
し能

の
子
と
し

て
生
ま
れ
た
重
忠
の
伝
は
、
鎌
倉
幕
府
の

編
年
日
録
「
吾あ

づ
ま
か
が
み

妻
鏡
」
討
死
の
元
久
二
年

（
一
二
〇
五
）
六
月
二
十
一
日
の
条
の
地
の

文
に
、
生
年
四
十
二
歳
と
記
述
さ
れ
、
ほ
ぼ

十
七
歳
か
ら
四
十
二
歳
ま
で
幕
府
の
沿
革
事

件
を
通
じ
て
語
ら
れ
ま
す
。

　
「
吾
妻
鏡
」
は
、正
応
〜
嘉
元
（
一
二
九
〇

〜
一
三
〇
四
）
年
代
に
編
集
を
終
え
た
と
さ

れ
ま
す
。
後
半
の
北
条
執
権
家
の
一
族
の
編

集
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
忖そ

ん
た
く度

が
あ
っ
て
苦

心
し
た
跡
を
感
じ
ま
す
。
引
用
の
原
史
料
は

と
も
か
く
、
地
の
文
は
注
意
し
て
読
む
必
要

が
あ
り
ま
す
。
も
と
よ
り
「
吾
妻
鏡
」
は
重

忠
に
と
っ
て
第
一
級
の
史
料
で
す
が
、
今
回

は
「
吾
妻
鏡
」
成
立
以
前
で
、
先
入
観
な
く

重
忠
が
登
場
す
る
と
思
わ
れ
る
文
献
を
読
ん

で
み
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
鎌
倉
時
代
に
最
も
充
実
し
た

説
話
文
学
の
傑
作
「
古
今
著
聞
集
」
巻
第

二
十
・
七
十
三
話
の
「
力
士
と
重
忠
」
の
話
で

す
。「
古
今
著
聞
集
」
は
「
吾
妻
鏡
」
よ
り
半

世
紀
程
早
い
建
長
六
年（
一
二
五
四
）成
立
で
、

作
者
は
鎌
倉
幕
府
と
も
関
係
の
深
い
京
都
の

公く
ぎ
ょ
う
さ
い
お
ん
じ
け

卿
西
園
寺
家
に
仕
え
た
文
人
橘た
ち
ば
な
の
な
り
す
え

成
季
で

す
。
こ
の
成な

り
す
え季

が
「
著
聞
集
」
の
成
立
ち
か

く
に
、
同
じ
く
西
園
寺
家
に
属
し
た
安
芸
国

の
地
頭
に
下
向
し
た
御
家
人
、
小
早
川
茂し

げ
ひ
ら平

か
ら
鎌
倉
御
家
人
関
係
の
説
話
を
十
篇
あ
ま

り
採
話
し
た
と
さ
れ
ま
す
。小
早
川
茂
平
は
、

頼
朝
挙
兵
以
来
、
側
近
に
仕
え
た
御
家
人
の

土ど
ひ
さ
ね
ひ
ら
 

肥
実
平
の
曽
孫
で
、
土
肥
家
に
伝
承
さ
れ

た
逸
話
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
も
、
当
時
の
雰

囲
気
と
実
感
を
よ
く
伝
え
ま
す
。
重
忠
の
大

力
は
「
吾
妻
鏡
」
建
久
三
年(

一
一
九
二
）
九
月

十
一
日
の
条
に
一
丈
（
三
メ
ー
ト
ル
）
の
池
石

を
一
人
で
運
ん
だ
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
よ

り
も
こ
ち
ら
の
方
が
ず
っ
と
自
然
で
現
実
感

が
あ
ま
す
。
一
方
に
頼
朝
を
登
場
さ
せ
、
そ

の
性
格
、挙き

ょ
そ措
の
描
写
が
対
比
的
に
描
か
れ
、

重
忠
の
人
格
を
際
立
た
せ
て
効
果
的
で
す
。

原
話
が
よ
く
そ
の
情
景
を
伝
え
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
頼
朝
の
重
忠
へ
の
会
話
に
頼
朝
に

と
っ
て
の
重
忠
の
存
在
の
重
さ
さ
え
感
じ
さ

せ
る
の
で
す
。
単
な
る
力
持
ち
の
話
し
と
も

思
わ
れ
ま
せ
ん
。
で
は
「
古
今
著
聞
集
」
巻

第
十
「
相
撲
強
力
」
の
部
、
十
三
篇
の
中
の

十
一
篇
目
「
畠
山
重
忠
、
力
士
長な

が
い居

と
合
ひ

て
、
其
の
肩
の
骨
を
折
る
事
」
を
読
ん
で
ま

い
り
ま
し
ょ
う
。

　

設
定
年
代
は
建
久
元
年
冬
、
正
二
位
の
頼

朝
が
上
洛
し
右
近
衛
大
将
に
任
官
し
た
、
翌

建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
以
降
で
す
。
頼
朝

は
四
十
五
歳
か
ら
五
十
二
歳
代
。
正
二
位
前

右
近
衛
大
将
で
す
。
一
方
重
忠
は「
吾
妻
鏡
」

元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
六
月
五
日
、
討
死

の
条
に
四
二
歳
と
あ
る
の
で
二
十
七
歳
か
ら

三
十
四
歳
の
間
、
無
位
無
官
の
武
蔵
国
の
名

家
（「
高
家
」）
の
当
主
で
す
。
年
齢
的
に
も
、

官
位
官
職
で
も
全
て
頼
朝
に
は
頭
が
上
が
ら

な
い
主
従
関
係
で
す
。
話
し
の
筋
は
こ
う
で

す
。
頼
朝
の
会
話
の
み
引
用
し
、
後
は
あ
ら

す
じ
で
注
目
す
べ
き
語
り
に
「　

」
を
つ
け

て
あ
り
ま
す
。

　
「
鎌
倉
前
右
大
将
家
」
に
東
八
カ
国
で
一

番
の
大
力
の
長
居
と
い
う
相
撲
取
り
が
や
っ

て
き
て
、「
私
以
上
に
強
い
相
撲
取
り
は
い
な

い
。
い
る
と
す
れ
ば
『
畠
山
庄
司
次
郎
』
だ

け
で
す
。
し
か
し
た
や
す
く
負
け
は
し
ま
せ

ん
。」な
ど
と
大
言
壮
語
し
た
。「
大
将（
頼
朝
）」

は
、
ど
う
も
面
白
く
な
い
。
そ
こ
へ
水
干
姿

の
重
忠
が
参
上
し
、
侍
所
に
す
で
に
居
並
ん

だ
大
名
・
小
名
た
ち
を
か
き
わ
け
て
、
最
も

上
座
に
ど
っ
し
り
と
座
を
占
め
た
（
こ
の
辺

は
武
蔵
国
の
高
家
の
当
主
の
貫
禄
が
よ
く
で

て
い
ま
す
）
頼
朝
は
「
な
お
近
く
、
そ
れ
へ

そ
れ
へ
と
」
招
じ
た
が
、
重
忠
は
は
じ
め
の

座
を
動
か
ず
に
い
た
。
頼
朝
は
す
ぐ
に
は
言

い
出
さ
ず
、
雑
談
し
て
か
ら
「
そ
も
そ
も
所

望
の
事
の
候
を
申
し
出
さ
む
と
思
ふ
が
、
さ

だ
め
て
不ふ

き
ょ許

に
ぞ
侍は
べ

ら
む
ず
ら
む
と
（
き
っ

と
承
諾
な
さ
ら
ぬ
だ
ろ
う
と
）
お
も
ひ
た
ま

ひ
な
が
ら
、
又
た
だ
に
や
ま
む
も
忍
び
が
た

く
て
お
も
ひ
わ
づ
ら
ひ
た
る
」
と
何
遍
も
く

ど
く
ど
遠
慮
が
ち
に
仰
る
が
、
重
忠
は
返
事

を
申
し
上
げ
ず
に
い
る
。
何
遍
も
言
わ
れ
る

の
で
、
重
忠
は
「
ち
と
居
な
ほ
り
て
」（
き

ち
ん
と
座
り
直
し
て
）
そ
れ
ほ
ど
の
お
望
み

な
ら
ば
、
と
承
諾
す
る
と
「
大
将
」
は
お
喜

び
で
「
そ
の
庭
に
、
長
居
め
が
候
ぞ
。
貴
殿

と
手て

あ
わ
せ合

を
し
て
心
見
ば
や
と
申
候
也
。
東
八

カ
国
打
勝す

ぐ

り
た
る
よ
し
自
称
仕つ
か
うま

つ
る
、
ね

た
ま
し
う
お
ぼ
え
候
へ
ば
、
頼
朝
な
り
と
も

い
で
て
心
み
給
へ
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、
重

忠
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
と
黙
っ
て
い
る
。

大
将
は
「
さ
れ
ば
こ
そ
。
こ
れ
は
我
が
身
な

が
ら
、
非ひ

あ
い合

（
失
礼
）
な
こ
と
を
お
願
い
し

て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、是
非
に
お
願
い
だ
」

と
い
う
の
で
立
上
り
、
き
ち
ん
と
身
支
度
を

し
て
長
居
と
立
会
う
が
、
相
手
に
少
し
の
手

出
し
も
さ
せ
ず
、
な
ん
な
く
長
居
の
肩
を
押

さ
え
つ
け
、
動
け
な
い
よ
う
し
て
い
る
。
梶

原
景か

げ
と
き時

が
「
勝
負
は
見
え
ま
し
た
。
そ
こ
ま

で
で
す
。」
と
判
定
す
る
。
し
か
し
、
頼
朝

は
勝
負
を
付
け
よ
と
い
う
の
で
重
忠
は
、
長

居
を
押
し
つ
ぶ
す
よ
う
に
し
て
ひ
っ
く
り
返

し
た
。
重
忠
は
そ
の
ま
ま
座
に
戻
る
こ
と
な

く
、
物﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

も
言
わ
ず
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
。
死

ん
だ
か
と
思
わ
れ
た
長
居
は
、
そ
れ
で
も
命

は
取
り
留
め
た
が
肩
骨
を
砕
か
れ
廃
人
に

御
嶽
神
社
あ
れ
こ
れ

―
「
古こ

き
ん
ち
ょ
も
ん
じ
ゅ
う

今
著
聞
集
」
と
「
源
頼
朝
袖そ

で
は
ん判

書
状
」
―

畠
山
重
忠
の
実
リ
ア
リ
ズ
ム像

寸
描

日
本
風
俗
史
学
会
会
員

前
青
梅
市
文
化
財
保
護
審
議
会
会
長
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な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
後
味
の
悪
い
話
し
で

す
。
重
忠
の
武
勇
を
示
す
話
し
で
す
が
、
実

は
相
手
を
傷
つ
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

力
量
の
差
も
早
く
も
見
抜
き
、
さ
ら
に
勝
負

を
し
た
ら
主
人
が
何
を
要
求
す
る
か
も
見
通

し
て
な
か
な
か
立
ち
会
わ
な
い
重
忠
が
描
き

だ
さ
れ
る
の
で
す
。

　

一
方
、
頼
朝
の
重
忠
に
対
し
て
の
謙

へ
り
く
だ

っ

た
丁
寧
な
執
拗
さ
さ
え
感
じ
さ
せ
る
会
話
が

写
実
的
に
記
述
さ
れ
ま
す
。「
こ
れ
へ
、
こ

れ
へ
」
と
か
対
称
「
そ
こ
（
あ
な
た
に
）
手

こ
ひ
申
す
ぞ
（
お
願
い
申
す
の
だ
）」
と
か

「
是
は
我
な
が
ら
も
、非
合
の
事
に
て
候
（
私

と
し
た
こ
と
が
、
と
ん
だ
失
礼
を
）」
な
ど
、

年
長
で
高
位
の
主
人
と
は
思
え
な
い
、
こ
の

会
話
の
謙
譲
や
尊
敬
の
語
法
に
注
意
し
て
下

さ
い
。
頼
朝
の
自
分
の
主
張
を
ど
う
し
て
も

押
し
通
す
粘
液
体
質
と
饒
舌
に
対
し
て
描
写

さ
れ
る
重
忠
に
、
自
然
に
清せ

い
れ
つ冽

さ
を
印
象
づ

け
ま
す
。「
こ
れ
へ
こ
れ
へ
」
な
ど
招
い
た

高
貴
の
主
人
頼
朝
に
、
挨
拶
も
せ
ず
物
静
か

に
立
ち
去
る
と
こ
ろ
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で

す
。
そ
し
て
対
比
し
て
起
こ
る
後
味
の
悪
い

気
分
を
頼
朝
に
残
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大

力
を
讃さ

ん
た
ん歎

で
き
な
か
っ
た
隘あ
い
ろ路

に
は
効
果
的

で
す
。
単
な
る
誇
張
さ
れ
た
「
大
力
」
譚ば

な
しで

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
そ
の

場
に
あ
っ
た
人
物
が
、
鋭
利
な
視
点
と
感
情

で
切
り
取
っ
た
素
材
を
、
そ
れ
を
受
け
て
の

再
構
成
の
成
功
で
す
。
す
ご
く
自
然
に
歴
史

上
の
人
物
を
人
間
と
し
て
描
き
出
し
た
名
作

で
し
ょ
う
。

　
こ
の
作
品
で
気
に
な
る
の
は
、
力
士
が
発

言
の
中
で
重
忠
を
「
畠
山
庄
司
次
郎
」
と
呼

び
、
ま
た
地
の
文
で
頼
朝
を
「
大
将
」
と
呼

称
し
て
い
る
点
で
す
。
後
世
の
人
な
ら
、
重

忠
と
か
頼
朝
と
か
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
当
時

は
本
名
（
諱い

み
な名

）
は
呼
称
し
な
い
の
が
普
通

で
、
こ
う
い
う
職
名
や
仮け

み
ょ
う名

で
呼
称
し
た
の

で
す
。
当
時
の
自
然
な
会
話
が
取
り
込
ま
れ

て
い
る
の
で
す
。

　
頼
朝
を
「
大
将
」
と
し
た
呼
称
は
、「
安

貞
元
年
（
一
二
二
七
）
十
二
月
二
十
二
日
、

関か
ん
と
う
み
ぎ
ょ
う
し
ょ

東
御
教
書
案
」（「
鎌
倉
遺
文
」
古
文
書
編
・

三
七
〇
九
）
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時

の
使
わ
れ
方
と
思
わ
れ
ま
す
。
庄
司
次
郎
は
、

「
著
聞
集
」
の
同
じ
く
六
九
八
話
で
、
重
忠
の

討
た
れ
た
年
を
記
憶
し
て
い
る
と
い
う
、
し

み
じ
み
し
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い
ま
す
。「
吾

妻
鏡
」
で
は
、
次
郎
重
忠
で
す
が
、
在
世
当

時
は
「
庄
司
次
郎
」
が
一
般
で
あ
っ
た
よ
う

で
す
。（
ち
な
み
に
こ
れ
は
、
畠
山
庄
の
領
主

の
次
男
と
い
う
肩
書
き
の
よ
う
な
仮
名
で
す
）

　
こ
の
名
称
の
重
忠
は
、「
文
治
五
年

（
一
一
八
九
）
五
月
十
五
日
源
頼
朝
袖
判
平

盛
時
奉
書
」（
島
津
家
文
書
）
に
あ
り
ま
す
。

奥
州
征
伐
に
先
陣
と
し
て
睦む

つ
の
く
に

奥
国
の
国
府

（
多
賀
城
）
に
進
軍
し
た
北
条
と
重
忠
の
国

府
へ
の
侵
入
を
さ
け
、
狼ろ

う
ぜ
き藉

を
さ
せ
な
か
っ

た
事
を
「
神
妙
で
あ
る
」
と
褒
め
た
上
で
、

な
お
重
ね
て
狼
藉
禁
止
の
励れ

い
こ
う行

を
求
め
た
。

陣
中
で
緊
急
に
頼
朝
が
口
述
し
、
右ゆ

う
ひ
つ筆

に
軍

記
さ
せ
た
そ
の
慌
た
だ
し
さ
と
臨
場
感
を
伝

え
る
文
面
で
す
。
急
い
で
文
面
を
訂た

だ

し
た
跡

も
残
り
、
さ
ら
に
頼
朝
自
身
が
文
頭
（
袖
）

に
花か

お
う押

を
据
え
た
貴
重
な
文
書
で
す
。
頼
朝

は
文
中
で
「
北
条
氏
」
は
「
北
条
」、
重
忠

は
親
し
げ
に
「
庄
司
次
郎
」
と
仮け

み
ょ
う名

で
呼
び

か
け
ま
す
。
宛
名
も
「
庄
司
次
郎
殿
」
で
す
。

戦
時
の
慌
た
だ
し
さ
の
中
に
重
忠
へ
の
頼
朝

の
戦
士
と
し
て
の
期
待
と
、
且
つ
花
押
を
据

え
た
細
心
さ
、
軍
陣
で
の
頼
朝
と
重
忠
と
の

親
近
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、「
古

今
著
聞
集
」
の
頼
朝
か
ら
の
会
話
の
雰
囲
気

に
似
た
も
の
を
感
じ
ま
す
。
難
解
な
部
分
が

あ
る
の
で
す
が
、
戦
時
、
緊
急
の
中
で
の
心

遣
い
、
気
持
ち
を
伝
え
よ
う
と
す
る
臨
場
感

ゆ
た
か
な
中
世
文
書
で
す
。

　

重
忠
は
多
く
の
記
述
の
場
合
立
派
な
、
あ

る
い
は
美
し
い
人
格
を
先
入
観
と
し
て
し
ま

う
も
の
が
多
す
ぎ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
優

れ
た
説
話
に
、
ご
く
自
然
な
な
り
ゆ
き
の
中

で
、誇
張
無
く
描
き
出
さ
れ
た
頼
朝
と
重
忠
。

奥
州
征
伐
進
軍
中
の
頼
朝
の
火
急
の
、
難
解

な
と
こ
ろ
も
あ
る
書
状
に
、
重
忠
と
頼
朝
の

距
離
感
を
指
摘
し
て
み
ま
し
た
。

　

な
お
、「
古
今
著
聞
集
」
は
岩
波
古
典
大

系
本
の
三
八
〇
話
を
ご
覧
下
さ
い
。
文
治
五

年
五
月
十
五
日
「
源
頼
朝
袖
版
平
盛
時
奉

書
」
は
「
新
編
埼
玉
県
史
・
史
料
編
五
・
中

世
Ⅰ
」
に
翻
刻
文
が
あ
り
ま
す
。
最
近
で
は

二
〇
一
二
年
に
横
浜
市
歴
史
博
物
館
展
示

「
畠
山
重
忠
」
展
図
録
に
き
れ
い
な
写
真
が

載
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
展
示
に
は
青
梅
市
郷

土
博
物
館
の
模
造
赤
糸
威
鎧
や
、
御
嶽
山
の

宝
寿
丸
黒
漆
鞘
太
刀
が
出
品
さ
れ
評
判
で
し

た
。
こ
の
文
書
も
多
く
の
方
が
ご
覧
に
な
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
仮
名
で
走
り
書
き
の

中
世
文
書
で
す
。「
古
今
著
聞
集
」
と
土
肥

氏
の
小
早
川
茂
平
、
そ
の
説
話
と
の
関
わ
り

は
、
和
田
の
乱
で
の
三
浦
氏
の
裏
切
り
と
の

の
し
っ
た
歴
史
的
な
説
話
を
中
心
に
話
題
と

し
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
新
し
い
中
世
武

士
成
立
論
の
巨
峰
、
石
井
進
氏
の
「『
古
今

著
聞
集
』
の
鎌
倉
武
士
た
ち
」（「
鎌
倉
武
士

の
実
像
」
平
凡
社
選
書
・
一
九
八
七
年
・
所

収
）
の
学
恩
で
す
。

文治５年 (1189) ８月１５日付、阿
あ つ か し や ま

津賀志山（福島県伊達郡
国見町）の合戦に勝利し、乗じて軍勢が乱暴狼藉を行わない
よう監督することを重忠に命じた文書です。袖に頼朝の花押。

『源
みなもとのよりともそではんたいらのもりときほうしょ
頼朝袖版平盛時奉書』【島津家文書】
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