
葉
一
族
の
大
須
賀
氏
、
東
氏
ら
が
秀
胤
の

本
拠
地
で
あ
る
上
総
国
玉
崎
荘
大お
お

柳や
な
ぎ

館

（
睦
沢
町
）を
攻
撃
、秀
胤
は
館
に
火
を
放

ち
息
子
ら
一
族
郎
党
１
６
３
名
と
と
も
に

自
害
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
上
総
千
葉

氏
は
滅
亡
し
ま
す
。

一
宮
町
に
お
い
て
、
上
総
千
葉
氏
の
痕

跡
は
残
念
な
が
ら
確
認
で
き
て
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
総
氏
の
地
盤
を

引
き
継
い
で
い
る
点
、
本
拠
地
が
大お
お

柳
や
な
ぎ

館
で
あ
っ
た
点
を
考
え
る
と
、
上
総
国
一

之
宮
で
あ
る
玉
前
神
社
の
所
在
す
る
地
域

は
、
上
総
千
葉
氏
に
と
っ
て
重
要
な
場
所

で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

（
教
育
委
員
会　
江
澤
一
樹
）

【
問
合
せ
】教
育
課 
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１
４
１
６

千
葉
秀ひ

で
た
ね胤
は
上
総
千
葉
氏
の
千
葉
常
秀

の
子
で
、
鎌
倉
時
代
に
御
家
人
と
し
て
活

躍
し
た
人
物
で
す
。

上
総
千
葉
氏
は
寿
永
２
年（
１
１
８
４
）

に
源
頼
朝
に
よ
っ
て
粛
清
さ
れ
た
上か
ず
さ総

広ひ
ろ

常つ
ね

の
地
盤（
上
総
国
玉
崎
荘
ほ
か
）を
継

承
し
た
一
族
で
、
千
葉
氏
宗
家
で
あ
る
下

総
千
葉
氏
の
系
譜
を
引
い
て
い
ま
す
。

秀
胤
は
寛
元
２
年（
１
２
４
４
）に
は

幕
府
の
評
ひ
ょ
う

定じ
ょ
う

衆し
ゅ
う（
幕
府
の
最
高
政
務
機

関
）に
加
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
千
葉
氏

で
は
唯
一
で
あ
り
、
当
時
の
秀
胤
は
千
葉

氏
宗
家
を
し
の
ぐ
力
を
有
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

そ
の
た
め
一
族
の
代
表
と
し
て
活
動

し
、
三
浦
氏
ら
と
と
も
に
前
将
軍
・
藤
原

頼よ
り

経つ
ね（
１
２
１
８
〜
５　
）を
押
し
立
て

て
、
執
権
・
北
条
氏
と
対
立
し
ま
し
た
。

寛
元
４
年（
１
２
４
６
）の
宮
騒
動（
名
越

光
時
の
反
乱
未
遂
、
藤
原
頼
経
が
鎌
倉
か

ら
追
放
さ
れ
た
事
件
）に
よ
り
反
北
条
氏

勢
力
が
失
脚
す
る
と
秀
胤
も
評
定
衆
を
更

迭
さ
れ
、所
領
を
一
部
没
収
さ
れ
ま
す
。

宝
治
元
年（
１
２
４
７
）
６
月
、
宝ほ
う

治じ

合
戦
で
執
権
北
条
氏
に
よ
り
三
浦
泰や
す

村む
ら

・

光み
つ

村む
ら

が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
三
浦
氏
と
姻
戚

関
係
に
あ
っ
た
秀
胤
も
追
討
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
同
年
６
月
７
日
、
く
し
く
も
千

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

先
般
、
本
町
の「
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
」で
、
一
宮
小
の
寺
田
莉
乃
さ
ん
が
、
あ

い
さ
つ
の
重
要
性
に
つ
い
て
素
敵
な
文
章
を

書
い
て
下
さ
り
、
県
の
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し

た
。
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
も
、
日
々
、
あ
い
さ
つ
を
大
事
に
す
る

よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。
朝
、
徒
歩
で
出

勤
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
道
で
お
目

に
か
か
っ
た
方
々
に
は
、
必
ず「
お
は
よ
う

ご
ざ
い
ま
す
」「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
、お
気

を
つ
け
て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
」な
ど
と
、

お
声
を
か
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、役
場
に
つ
い
た
ら
、各
課
を
ま
わ
っ
て
、

職
員
の
み
な
さ
ん
に
も
朝
の
あ
い
さ
つ
を

し
て
い
ま
す
。特
に
、子
供
さ
ん
が
た
に
は
、

大
声
で「
お
は
よ
う
！
」
と
呼
び
か
け
、
午

後
で
あ
れ
ば
、「
お
か
え
り
な
さ
い
！
気
を

つ
け
て
帰
っ
て
ね
！
」と
あ
い
さ
つ
し
ま
す

が
、
子
供
さ
ん
が
た
も
、
決
ま
っ
て
大
き
な

声
で「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
！
」「
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
！
」な
ど
と
、
返
し
て
く

れ
ま
す
。

あ
い
さ
つ
を
交
わ
す
と
、
お
互
い
の
心
が

通
じ
て
、
温
か
く
な
り
ま
す
。
社
会
と
い
う

の
は
、
み
ん
な
で
作
る
も
の
で
す
か
ら
、
心

を
通
じ
さ
せ
る
こ
と
は
、
最
も
必
要
な
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
あ
い
さ
つ

は
人
と
し
て
の
基
本
と
い
う
べ
き
で
す
。
そ

こ
で
私
は
な
に
よ
り
大
事
に
し
て
い
る
わ
け

で
す
。

都
会
で
は
、
道
で
会
う
人
の
ほ
と
ん
ど
が

知
ら
な
い
方
で
す
の
で
、
あ
い
さ
つ
し
な
い

こ
と
が
普
通
で
す
。
私
は
、
都
会
へ
い
っ
て

も
、
つ
い
あ
い
さ
つ
し
た
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
が
、
あ
い
さ
つ
を
す
れ
ば
、
相
手
に

変
な
顔
を
さ
れ
る
だ
け
で
す
。
都
会
で
は
、

や
っ
ぱ
り
し
な
い
方
が
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
一
宮
町
で
は
、
さ
び
し

い
こ
と
で
す
。
小
さ
な
町
で
、
み
ん
な
で
寄

り
添
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
や

は
り
あ
い
さ
つ
は
必
要
で
す
。
警
察
の
方
に

伺
っ
た
と
こ
ろ
、
町
を
う
ろ
つ
く
空
き
巣
狙

い
に
と
っ
て
、
住
民
か
ら
あ
い
さ
つ
さ
れ
る

の
が
、
一
番
い
や
な
こ
と
な
の
だ
そ
う
で

す
。
あ
い
さ
つ
は
、
防
犯
上
に
も
意
味
も
あ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
で
、
最
近
は
、
お
か
し
な
人
と
の
接

触
を
避
け
る
た
め
に
、
知
ら
な
い
人
と
は
あ

い
さ
つ
を
し
な
い
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
る

よ
う
で
す
。
子
供
さ
ん
が
た
に
、
そ
う
し
た

ご
指
導
を
さ
れ
て
い
る
保
護
者
の
方
も
お
ら

れ
る
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
、
身
を
守

る
た
め
で
す
の
で
、
も
ち
ろ
ん
全
く
構
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
差
し
支
え
の
な
い
範
囲
で

は
、
是
非
と
も
あ
い
さ
つ
を
交
し
合
う
習
慣

を
大
事
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

一宮町長
馬淵 昌也

６

▲大柳館跡の標柱
（睦沢町北山田 235付近）
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