
に
味
方
し
、房
総
半
島
を
巻
き
込
ん
だ
大
規

模
な
朝
廷
へ
の
反
乱
と
な
り
ま
す（
平
忠
常

の
乱
）。

こ
の
乱
は
鎮
圧
ま
で
に
約
３
年
の
月
日
が

か
か
り
、最
終
的
に
忠
常
が
降
伏
、病
死
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
終
結
し
ま
す
。し
か
し
な

が
ら
、３
年
も
の
間
戦
乱
の
舞
台
と
な
っ
た

房
総
半
島
は
荒
廃
し
、朝
廷
軍
の
収
奪
も
あ

り
、上
総
国
で
は
２
万
２
千
町
あ
っ
た
作
田

（
田
ん
ぼ
）は
、わ
ず
か
18
町
ま
で
減
っ
た
と

い
い
ま
す（『
左さ

経け
い

記き

』）。

房
総
半
島
に
大
き
な
爪
痕
を
残
し
た
忠

常
で
す
が
、彼
の
子
ど
も
、常つ

ね

将ま
さ（

１
０
１
０

〜
７
６
）ら
は
許
さ
れ
、両
総
平
氏
は
存
続

し
ま
す
。そ
し
て
こ
の
常
将
以
降
、上
総
氏

や
千
葉
氏
と
い
っ
た
多
く
の
氏
族
が
輩
出
さ

れ
、房
総
半
島
を
中
心
に
そ
の
勢
力
を
発
展

さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
学
芸
員　
江
澤
一
樹
）

【
問
合
せ
】教
育
課

☎（
42
）１
４
１
６

広
常
の
実
像
に
迫
る
前
に
、ま
ず
広
常
が

表
舞
台
に
登
場
す
る
ま
で
の
房
総
半
島
の
歴

史
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

時
は
広
常
謀
殺
の
寿じ

ゅ

永え
い

２
年（
１
１
８
３
）

か
ら
約
２
５
０
年
前
ま
で
遡
り
ま
す
。

天て
ん

慶ぎ
ょ
う

３
年（
９
４
０
）、下
総
国（
千
葉
県

北
部
ほ
か
）・
常
陸
国（
茨
城
県
）を
中
心
に

起
こ
っ
た
平

た
い
ら
の

将ま
さ

門か
ど

の
乱
。こ
れ
は
関
東
で
の

平
氏
一
族
の
抗
争
か
ら
発
展
し
、将
門
に
よ

る
常
陸
国
府（
そ
の
国
の
役
所
）の
襲
撃
と

い
う
朝
廷
へ
の
反
乱
に
至
っ
た
事
件
で
す
が
、

将
門
の
死
後
、房
総
半
島
に
登
場
し
た
の
が

「
両
総（
房
総
）平
氏
」と
呼
ば
れ
る
一
族
で

す
。祖
は
将
門
の
孫
に
あ
た
る
平

た
い
ら
の

忠た
だ

常つ
ね（

？
〜

１
０
３
１
）と
い
わ
れ
、下
総
国
相そ

う

馬ま

郡ぐ
ん（

千

葉
県
我
孫
子
市
、茨
城
県
守
谷
市
な
ど
）を
中

心
に
上
総
、下
総
、常
陸
の
広
範
囲
に
領
地
を

有
し
、強
大
な
武
力
を
有
し
て
い
ま
し
た
。

長ち
ょ
う

元げ
ん

元
年（
１
０
２
８
）、忠
常
は
原
因
は

不
明（
利
権
を
め
ぐ
る
対
立
が
原
因
か
）で

す
が
、安
房
国（
千
葉
県
南
部
）の
国
府
を
襲

撃
し
、安あ

わ
の房

守か
み

平た
い
ら
の

惟こ
れ

忠た
だ

を
焼
き
殺
す
と
い
う

事
件
を
起
こ
し
ま
す
。そ
の
後
忠
常
は
上
総

国
府
を
も
占
領
、上
総
の
国
人
た
ち
は
忠
常

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

今
年
も
雨
の
季
節
に
入
り
、
豪
雨
や
台
風

が
心
配
さ
れ
る
時
期
と
な
り
ま
し
た
。
今
回

は
、
雨
関
係
の
防
災
施
策
に
お
け
る
最
近
の

進
捗
に
つ
い
て
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、

少
々
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
県
が
行
っ
て
い
る
一
宮
川
河
口
か

ら
中
の
橋
付
近
ま
で
の
堤
防
か
さ
上
げ
は
、

堤
防
本
体
部
分
が
、
ほ
ぼ
で
き
あ
が
り
ま
し

た
。
７
月
に
は
、
橋
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た

陸
閘（
開
閉
ゲ
ー
ト
）に
つ
い
て
の
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
津
波
の
遡
上
に

よ
る
浸
水
被
害
を
減
殺
す
る
た
め
の
も
の

で
す
が
、
洪
水
に
も
一
定
の
効
果
が
期
待
で

き
ま
す
。
堤
防
か
さ
上
げ
を
行
っ
た
部
分
で

は
、
川
の
越
水
の
可
能
性
は
相
当
少
な
く
な

り
ま
し
た
。

町
中
に
降
っ
た
雨
水
に
つ
い
て
は
、
11
の

排
水
機
場
で
川
本
流
に
排
出
し
て
い
ま
す

が
、
最
大
の
中
央
ポ
ン
プ
場
は
劣
化
が
激
し

く
、
近
年
は
ポ
ン
プ
に
不
具
合
が
あ
り
ま
し

た
。
精
力
的
な
補
修
の
結
果
、
現
在
は
５
つ

の
ポ
ン
プ
す
べ
て
正
常
に
動
く
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

避
難
所
に
つ
い
て
は
全
体
を
見
直
し
て
、

中
央
公
民
館
を
、
ペ
ッ
ト
を
連
れ
て
ご
避
難

い
た
だ
け
る
避
難
所
と
す
る
方
針
を
決
め

ま
し
た
。
ま
た
、
ホ
テ
ル
一
宮
シ
ー
サ
イ
ド

オ
ー
ツ
カ
と
協
定
を
結
び
、
災
害
時
に
町
の

避
難
所
だ
け
で
は
対
応
が
困
難
で
あ
る
場

合
、
ホ
テ
ル
の
施
設
利
用
に
つ
い
て
支
援
を

い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
宮
商

業
高
校
と
も
交
渉
を
行
い
、
大
分
以
前
に
結

ん
で
あ
っ
た
災
害
時
の
協
力
協
定
を
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
中
で
す
。も
ち
ろ
ん
、避
難
所
で
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
の
対
応
と
し
て
、
各
避
難
ス

ペ
ー
ス
を
区
切
る
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
ほ
か
、

各
種
の
物
品
を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

災
害
発
生
時
の
物
資
に
つ
い
て
の
救
援
協

定
を
、
Ｊ
Ａ
長
生
と
も
結
び
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
食
料
と
と
も
に
、
ガ
ソ
リ
ン
・

灯
油
な
ど
の
燃
料
の
供
給
に
つ
い
て
も
、
協

力
を
い
た
だ
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
災
害
発
生
時
の
町
か
ら
の
避
難
呼

び
か
け
に
つ
い
て
、
国
の
方
針
と
し
て
、
避

難
勧
告
が
な
く
な
り
、
高
齢
者
等
避
難
と
避

難
指
示
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
近

年
の
災
害
の
激
甚
化
に
鑑
み
、
逃
げ
遅
れ
ず

確
実
に
逃
げ
て
い
た
だ
く
た
め
の
改
正
で

す
。
皆
様
に
は
、
お
心
に
と
ど
め
て
指
示
に

従
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

海
も
山
も
川
も
あ
る
一
宮
町
で
す
が
、
そ

の
分
だ
け
災
害
も
多
様
に
な
り
ま
す
。
役
場

は
今
後
も
真
剣
に
防
災
に
取
り
組
ん
で
参
り

ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
当
事
者

と
し
て
の
覚
悟
を
高
め
て
、
ご
呼
応
を
お
願

い
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。

一宮町長
馬淵 昌也
一宮町長
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▲ 　九
く
曜
よう
紋
もん
。上総氏の家紋とされている。
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ず
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ろ
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２
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