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平
安
末
期
〜
鎌
倉
時
代
の

主
な
で
き
ご
と

保
元
元

（
１
１
５
６
）

保
元
の
乱
　
後
白
河
天
皇

と
崇
徳
上
皇
が
対
立
。
後

白
河
天
皇
側
の
平
清
盛
と

源
義
朝
が
勝
利
し
た

平
治
元

（
１
１
５
９
）

平
治
の
乱
　
清
盛
と
義
朝

が
対
立
。
清
盛
が
勝
利
し

た
後
に
義
朝
は
死
亡
し
た

永
暦
元

（
１
１
６
０
）

義
朝
の
子
・
頼
朝
が
伊
豆

に
流
さ
れ
る

治
承
３

（
１
１
７
９
）

清
盛
が
京
都
を
制
圧
し
、

後
白
河
法
皇
を
幽
閉
す
る

治
承
４

（
１
１
８
０
）

▪
後
白
河
法
皇
の
第
三
皇

子
・
以
仁
王
の
平
氏
追
討

の
令
旨
を
受
け
た
後
、
頼

朝
が
挙
兵
す
る

▪
頼
朝
が
伊
豆
目
代
山
木

館
を
襲
撃
。
岡
崎
義
実
・

真
田
与
一
・
土
屋
氏
ら
が

参
戦
す
る

▪
頼
朝
が
伊
豆
か
ら
相
模

土
肥
郷
に
赴
く
。
土
屋
宗

遠
・
同
義
清
・
同
忠
光
・

岡
崎
義
実
・
真
田
与
一
・

豊
田
景
俊
ら
が
随
行
す
る

▪
石
橋
山
の
戦
い
で
頼
朝

が
大
庭
景
親
に
敗
れ
る
。

真
田
与
一
が
戦
死
す
る

▪
土
屋
宗
遠
が
甲
斐
国
に

赴
く

▪
頼
朝
が
佐
竹
秀
義
の
籠

る
常
陸
金
砂
城
を
攻
略
。

土
屋
宗
遠
が
参
陣
す
る

文
治
元

（
１
１
８
５
）

▪
屋
島
の
戦
い
、
壇
ノ
浦

の
戦
い
で
平
氏
滅
亡

▪
平
宗
盛
ら
が
唐
ケ
原
を

通
り
、
相
模
川
を
渡
っ
て

鎌
倉
に
護
送
さ
れ
る

文
治
２

（
１
１
８
６
）

岡
崎
義
実
が
預
か
っ
た
平

盛
国
が
没
す
る

文
治
６

（
１
１
９
０
）

真
田
与
一
の
墓
前
で
頼
朝

が
涙
す
る

建
久
３

（
１
１
９
２
）

頼
朝
が
征
夷
大
将
軍
と
な

る

正
治
元

（
１
１
９
９
）

頼
朝
没
。
北
条
氏
に
実
権

が
移
る

正
治
２

（
１
２
０
０
）

岡
崎
義
実
没

建
保
６

（
１
２
１
８
）頃

土
屋
宗
遠
没（
推
定
）

平
塚
は
相
模
国
の
中
心

　

こ
の
あ
ぶ
み
が
使
わ
れ
て
い
た
鎌
倉
時

代
は
、
平
塚
で
も
武
士
が
館や
か
たを
構
え
て
い

ま
し
た
。

　

鎌
倉
幕
府
を
樹
立
し
て
武
士
に
よ
る
統

治
を
打
ち
立
て
た
源
頼
朝
。
彼
に
協
力
し

た
の
は
、
主
に
東
国
の
武
士
で
し
た
。

　

平
塚
で
は
岡
崎
義
実
、
真
田
与
一（
岡

崎
義
忠
）、
土
屋
宗
遠
ら
が
頼
朝
の
挙
兵

頼
朝
落
馬
の
馬
入
川
で
発
見

　
﹁
弓
馬
の
士
﹂と
も
呼
ば
れ
る
武
士
。
馬

と
武
士
に
は
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
ま

す
。〝
あ
ぶ
み
〟と
は
、
馬
に
乗
る
と
き
に

足
を
載
せ
る
部
分
で
、
乗
馬
に
は
欠
か
せ

な
い
道
具
の
一
つ
で
す
。
あ
ぶ
み
を
付
け

る
と
馬
上
で
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
り
や
す
く

な
る
の
で
、
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
戦
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

今
回
公
開
さ
れ
る
あ
ぶ
み
は
踏
み
込
む

部
分
が
長
い﹁
舌し
た
な
が長
あ
ぶ
み
﹂と
い
う
種
類

で
す
。
踏
み
込
み
が
深
く
、
安
定
性
や
動

き
や
す
さ
を
重
視
し
て
作
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
平
安
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
形

で
、武
家
を
中
心
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

同
じ
よ
う
な
形
の
あ
ぶ
み
が
東
京
国
立
博

物
館
と
東
京
都
青
梅
市
の
御み

嶽た
け
神
社
に

も
あ
り
、
ど
ち
ら
も
鎌
倉
時
代
の
も
の
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

あ
ぶ
み
は
昭
和
15
年
ご
ろ
に
相
模
川
に

架
か
る
馬
入
鉄
橋
の
下
流（
左
図
）、
周
辺

一
帯
が
馬
入
川
と
呼
ば
れ
る
場
所
で
発
見

さ
れ
ま
し
た
。
平
成
16
年
に
博
物
館
に
寄

贈
さ
れ
、
調
査
を
進
め
て
い
ま
し
た
。

　

相
模
国
の
中
央
に
位
置
す
る
相
模
川

は
、
古
く
か
ら
鎌
倉
と
西
国
と
を
つ
な
ぐ

交
通
の
要

よ
う
し
ょ
う
衝
で
し
た
。
鎌
倉
時
代
の
歴
史

書﹁
吾あ
づ
ま
か
が
み

妻
鏡
﹂に
も
、
文
治
４
年（
１
１
８

８
年
）１
月
20
日
に
三
浦
義
澄
が
相
模
川

に
浮
橋
を
架
け
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て

い
ま
す
。

　

広
範
囲
に
分
流
す
る
相
模
川
は
、
年
代

に
よ
っ
て
形
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
鎌
倉

時
代
の
正
確
な
川
の
形
は
特
定
で
き
て
い

ま
せ
ん
が
、
あ
ぶ
み
を
見
て
、
人
や
馬
が

行
き
交
っ
た
昔
の
相
模
川
を
想
像
す
る
の

も
情
趣
が
あ
り
ま
す
ね
。

実
用
品
が
残
る
ま
れ
な
事
例

　

鎌
倉
時
代
の
鉄
製
の
舌
長
あ
ぶ
み
は
、

発
見
例
が
極
め
て
少
な
い
も
の
で
す
。
あ

ぶ
み
は
実
用
的
な
道
具
で
消
耗
が
と
て
も

激
し
か
っ
た
上
、
消
耗
し
た
場
合
は
鉄
材

と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
た
め
で
す
。

　

あ
ぶ
み
を
鞍く
ら
に
つ
る
た
め
の﹁
鉸か
こ
が
し
ら

具
頭
﹂

は
引
き
ち
ぎ
ら
れ
た
よ
う
に
欠
け
て
お

り
、
こ
れ
は
実
際
に
使
わ
れ
る
う
ち
に
破

損
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
存
す
る
舌

長
あ
ぶ
み
の
主
な
例
は
、
神
社
に
奉
納
さ

れ
た
も
の
や
武
家
に
宝
物
と
し
て
伝
わ
っ

て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
今
回
の

よ
う
に
、
実
際
に
使
用
さ
れ
た
も
の
が
発

見
さ
れ
る
の
は
大
変
珍
し
い
事
例
で
す
。

時
か
ら
参
戦
し
て
お
り
、
吾
妻
鏡
の
治
承

４
年（
１
１
８
０
年
）の
８
月
20
日
の
記
述

な
ど
に
、
彼
ら
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

現
在
の
神
奈
川
県
域
で
、
武
士
団
の
中

心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
三
浦
一

族
、
中
村
一
族
、
鎌
倉
党
で
す
。
こ
の
中

で
、
最
も
大
規
模
な
武
士
団
は
三
浦
一
族

で
す
。
三
浦
半
島
を
拠
点
に
、
東
は
房
総

半
島
、西
は
相
模
国
の
中
央
部
ま
で
と
、

明治20年の相模川
下流の流路

近世東海道

東海道線

須賀村

現平塚市 現茅ヶ崎市

馬入村

あ
ぶ
み
が
出
土
し
た
と

考
え
ら
れ
る
場
所

↖

　
武
士
主
導
の
政
治
が
行
わ
れ
た
鎌
倉
時
代
。
当
時
、
平
塚
を
含
め
た
東

国
は
一
大
開
拓
地
で
し
た
。
広
大
な
原
野
に
恵
ま
れ
、
馬
を
放
牧
す
る
の

に
適
し
て
い
た
た
め
、
牧ま

き
の
管
理
者
か
ら
武
士
に
な
っ
た
者
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

　
今
回
は
、
平
塚
の
武
士
の
中
で
も
岡お

か
ざ
き
よ
し
ざ
ね

崎
義
実
・
真さ
な
だ
よ
い
ち

田
与
一
親
子
と

土つ
ち
や
む
ね
と
お

屋
宗
遠
ら
の
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。
お
城
が
好
き
な
市
博
物
館
の
通
称

〝
城
ラ
ー
〟栗
山
雄
揮
学
芸
員
に
よ
る
城
解
説
も
併
せ
て
紹
介
し
ま
す
。

問　

博
物
館
☎
33
―
５
１
１
１

舌

踏
ふんごみ
込

鳩胸

鉄製。高さ約25㌢、長さ約34㌢。

現在のあぶみ

鉸
かこがしら
具頭

源
頼
朝
が
相
模
川

で
落
馬
し
た
と
い

う
話
が
、
馬
入
川

の
名
前
の
由
来
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。


