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た
よ
う
で
、
憲
時
と
と
も
に
滅
亡
し
た
と
み

ら
れ
て
い
ま
す
。
写
真
の
玉
前
神
社
へ
の
寄

進
状
は
、
天
正
10
年
（
１
５
８
２
）
の
も
の

で
す
。
憲
時
の
乱
の
後
、
一
宮
地
域
は
里
見

氏
が
し
ば
ら
く
の
間
直
轄
し
た
よ
う
で
す
。

な
お
、
東
浪
見
地
区
は
里
見
氏
家
臣
の
正
木

時と
き
も
り盛
と
い
う
人
物
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

義
頼
は
北
条
氏
と
の
同
盟
を
維
持
し
な
が

ら
も
、
の
ち
に
天
下
人
と
な
る
豊
臣
秀
吉
や

反
北
条
氏
勢
力
と
音
信
を
も
つ
な
ど
、
外
交

面
で
も
手
腕
を
発
揮
し
ま
し
た
。

　
内
政
・
外
交
両
面
で
活
躍
し
ま
し
た
が
、

晩
年
は
病
気
が
ち
だ
っ
た
よ
う
で
、
天
正
15

年
（
１
５
８
７
）、安
房
岡
本
城
（
南
房
総
市
）

で
亡
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

▲ 里見義頼寄進状（町指定文化財。玉前神社所蔵。
現在県立中央博物館大多喜城分館に寄託中）

　
里
見
義
頼
は
安あ

わ房
国の

く
に（
千
葉
県
南
部
）
の

戦
国
大
名
・
里
見
義よ

し
ひ
ろ弘
（
１
５
２
５
？
〜

１
５
７
８
）の
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た（
異

説
あ
り
）。

　
安
房
里
見
氏
は
も
と
は
上こ

う
ず
け
の野
国く

に

（
群
馬

県
）
新に

っ
た田
の
出
で
あ
り
、
戦
国
時
代
に
関
東

の
動
乱
の
中
で
安
房
に
入
国
し
、
戦
国
大

名
化
し
た
一
族
で
す
。
義よ

し
た
か堯
（
１
５
０
７
〜

１
５
７
４
）と
そ
の
子
義
弘
の
時
代
に
上
総・

下
総
ま
で
進
出
し
、勢
力
を
拡
大
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
相さ

が
み模
（
神
奈
川
県
）
の
北
条
氏
の

勢
力
に
押
さ
れ
、
天
正
５
年
（
１
５
７
７
）

に
和
睦
を
結
び
ま
す
。
そ
の
際
、
両
者
の
領

土
の
境
目
は
、
西
は
養
老
川
、
東
は
一
宮
川

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

天
正
６
年
（
１
５
７
８
）、
義
弘
が
亡
く

な
る
と
、
里
見
氏
で
は
後
継
者
争
い
が
勃
発

し
ま
す
。
安
房
国
を
拠
点
に
し
て
い
た
義
頼

は
異
母
兄
弟
の
梅う

め

王お
う

丸ま
る

と
家
督
を
争
い
、
天

正
８
年
（
１
５
８
０
）
に
梅
王
丸
の
拠
点
の

上
総
国
を
制
圧
し
、家
督
を
継
承
し
ま
し
た
。

そ
の
翌
年
に
は
反
旗
を
翻

ひ
る
が
えし

た
小お

だ

き

田
喜
城

じ
ょ
う

（
現
大
多
喜
城
）
の
正
木
憲の

り

時と
き

を
滅
亡
に
追

い
込
み
、
領
国
支
配
を
強
化
し
ま
す
。
こ
の

時
、
一
宮
に
い
た
正
木
氏
も
反
乱
に
加
わ
っ
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す
ま
す
人
口
が
減
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。す

る
と
、
大
都
市
圏
以
外
で
は
、
大
規
模

建
築
の
劣
化
が
進
ん
で
い
く
と
き
に
、
日
常

管
理
や
修
理
、
あ
る
い
は
取
り
壊
し
、
建
て

替
え
な
ど
の
費
用
な
ど
が
、
人
口
が
減
っ
て

し
ま
う
中
で
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
わ
か
ら

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
、
維
持
・
取

り
壊
し
の
費
用
が
賄
え
な
い
と
な
れ
ば
、
あ

と
は
ス
ラ
ム
化
・
廃
墟
化
の
道
し
か
残
っ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
景
観
を
悪
化
さ
せ
る

だ
け
で
な
く
、犯
罪
な
ど
の
温
床
に
も
な
り
、

地
域
に
と
っ
て
は
大
変
な
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
し
た
見
通
し
か
ら
す
れ
ば
、
今
後
の

方
向
は
、
お
の
ず
と
見
え
て
く
る
と
思
い
ま

す
。
小
規
模
の
建
築
を
主
に
考
え
て
い
く
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
小
規
模
の
建
築
な

ら
ば
、
維
持
管
理
、
更
新
と
も
に
費
用
は
少

な
く
て
済
み
ま
す
。
劣
化
へ
の
対
応
が
容
易

で
す
。
私
は
、
今
後
我
々
が
目
指
す
べ
き
道

は
、
こ
れ
以
外
に
な
い
と
考
え
ま
す
。

田
舎
は
田
舎
の
よ
さ
を
堅
持
し
た
ほ
う

が
、
未
来
に
続
く
安
定
し
た
環
境
を
確
保
し

て
い
け
る
と
思
い
ま
す
。
等
身
大
の
町
で
い

き
ま
し
ょ
う
。
中
途
半
端
な
「
都
会
」
を
目

指
す
の
は
、
よ
し
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

最
近
東
京
へ
出
か
け
る
た
び
に
、
レ
イ
ン

ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
を
通
り
ま
す
。
豊
洲
の
新
市

場
の
建
築
な
ど
眺
め
な
が
ら
い
く
わ
け
で
す

が
、
そ
の
際
に
い
つ
も
思
う
の
は
、
東
京
は

高
層
ビ
ル
が
随
分
増
え
た
な
と
い
う
こ
と
で

す
。私

が
ま
だ
若
い
こ
ろ
、
霞
が
関
ビ
ル
が
で

き
、
そ
の
後
新
宿
西
口
一
帯
に
高
層
ビ
ル
群

が
で
き
て
、
東
京
は
高
層
建
築
時
代
と
な
り

ま
し
た
。
い
ま
や
湾
岸
を
は
じ
め
、
至
る
所

に
高
層
ビ
ル
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
恐
ら

く
ひ
と
つ
の
高
層
ビ
ル
内
に
は
、
数
千
、
場

合
に
よ
っ
て
は
万
に
上
る
人
々
が
働
い
た
り

住
ん
だ
り
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
翻
っ
て

一
宮
町
に
は
、
高
層
建
築
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
し
て
超
高
層
建
築
な
ど
は
存
在

し
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
中
で
、
今
後
我
々
の
進
む
方
向

は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
全
体

と
し
て
は
、
一
宮
町
の
よ
う
な
中
小
都
市
で

は
、
高
層
建
築
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
は
、

注
意
し
て
進
め
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
と

い
う
の
は
、
現
在
日
本
全
国
で
人
口
減
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
1
億
2
千
万
の
人
口
が
50

年
後
に
は
8
千
万
台
ま
で
減
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
東
京
・
名
古
屋
・
京
阪
神
の
三
大

都
市
圏
に
人
口
が
集
中
し
、
そ
れ
以
外
は
ま No.10
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馬淵 昌也

大
き
な
建
物
と
小
さ
な
建
物
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　「
一
宮
町
ゆ
か
り
の
人
々
⑦
」

里さ
と
み見
義よ

し
よ
り頼
（
１
５
４
３
？
〜
１
５
８
７
？
）


