
３
，
古
代
の
開
拓 

   

大
洞
の
森
家
に
伝
わ
る
「
鮎
走
村
由
緒
書
（
宝
暦
年
間
に
書
か
れ
た
も

の
）」
が
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
そ
の
表
紙
で
す
。
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

『 

粟あ
わ

田
口

た

ぐ

ち

大
納
言

だ
い
な
ご
ん

平
た
い
ら

朝あ
そ

臣ん

光み
つ

盛も
り

卿
き
ょ
う 

 
 

御
家
臣
芥

あ
く
た

見み

左さ

小
弁

し
ょ
う
べ
ん

様 

 
 

 

御
直
庄

ご
じ
き
し
ょ
う 

安
元
二
年
（
一
一
七
五
年
）
庄
司

し
ょ
う
じ

判 
 

美
濃
國
郡
上
郡
鮎
走
村 

 
 

 

由
緒
書 

宝
暦

ほ
う
れ
き

二
年
八
月
十
日 

 
 

庄
屋 

 

惣そ
う

左ざ

衛
門

え

も

ん

判 

 
 

（
一
七
五
二
年
） 

 
 

組
頭

く
み
が
し
ら 

甚
五

じ

ん

ご

右う

衛
門

え

も

ん

判 

』 

 

こ
の
初
め
か
ら
３
行
目
迄
の
文
を
大
事
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
こ
の
文
書
を
現
代
語
に
訳
し
ま
し
た
。 

 〇
「
鮎
走
」
の
名
前
の
由
来 

『
美
濃
国
郡
上
郡
鮎
走
村
は
、
そ
の
開
基
を
尋 た

ず

ね
る
と
、
人
皇
二
十
三
代

の
顕
宗

け
ん
ぞ
う

天
皇
の
治
め
て
い
た
時
の
第
二
年
に
、
宮
人

み
や
ひ
と

が
流
罪
と
な
っ
て

連
人

む

ら

じ

と
い
う
者
が
、
住
居
を
岩
穴
（
岩
で
は
な
く
人
の
通
わ
な
い
所
と
い

う
意
味
）
に
結
び
始
め
て
住
ん
だ
。 

そ
の
子
孫
は
だ
ん
だ
ん
と
繁
殖
し
て
、
田
を
開
き
、
畑
を
墾

た
が
や

し
て
い
た

の
だ
け
ど
、
都
か
ら
遠
い
山
中
な
の
で
、
税
や
年
貢
を
収
め
る
と
い
う
こ

と
が
な
か
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
人
皇
三
十
六
代
、
孝
徳
天
皇
の
頃
（
六
四
五
〜
六
五
四
）
に
、

天
然
の
大
雨
で
村
の
近
辺
が
満
水
に
な
っ
た
事
が
あ
っ
た
時
に
、
庭
中
に

鮎
魚
集
ま
っ
て
遊
ん
で
い
た
の
を
生
け
捕
っ
て
、
そ
の
ま
ま
天
皇
に
献
上

鮎
走
の
開
拓
は
い
つ
頃
か
ら
？ 

 



し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
走
り
鮎
魚
を
税
と
し
た
の
で
、
こ
れ
を
名
付
け
て

鮎
走
と
い
う
。』 

こ
の
頃
の
鮎
走
は
大
洞
と
神
道
だ
け
で
し
た
。 

 

イ
ラ
ス
ト 

最
初
の
鮎
を
走
り
鮎
と
い
い
ま
す
。
郡
上
藩
の
殿
様
に
献
上
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。 

        

〇
「
下
地
下
」
の
名
前
の
由
来 

『
平
氏
の
後
胤(

こ
う
い
ん)

、
紀
伊
国
よ
り
来
た
も
の
が
、
沼
を
干
し
、
畑

畠
を
開
き
、
田
を
掘
る
事
を
励
ん
で
、
よ
っ
て
「
干
地
家(

ひ
た
ち
け)

」
と

そ
の
所
を
い
い
、
甚
左
衛
門
、
甚
五
右
衛
門
、
治
郎
九
郎
、
孫
太
郎
等
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
正
暦
年
中
（
九
九
〇
〜
九
九
四
）
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
干
地

家
は
後
の
下
地
下
・
古
家
と
な
っ
た
。』 

 

古
家
・
下
地
下
の
辺
り
は
沼
だ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
白
鳥
の
「
干
田
野
」

も
昔
は
大
き
な
沼
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
を
干
し
て
田
ん
ぼ
に
し
た
か

ら
干
田
野
と
い
う
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

『
そ
の
後
に
、
ま
た
白は

く

雉ち

年
中
（
六
五
〇
〜
六
八
五
）
、
諸
国
に
洪
水
が
あ

り
、
人
が
溺
れ
た
り
家
が
壊
れ
た
り
す
る
事
あ
っ
た
が
、
僧
定
恵

じ
ょ
う
え

と
言
う

者
、
諸
国
の
人
々
を
愛
し
て
国
々
を
回
っ
た
。
そ
の
時
、
連
人

む

ら

じ

の
後
胤

こ
う
い
ん

は
し

だ
い
に
繁
殖
し
て
、
す
で
に
鮎
走
の
人
達
で
房
を
開
い
た
者
、
増
助
、
近

造
、
隼
人

は
や
と
の

正
し
ょ
う

助
右
衛
門
、
与
三
兵
衛
、
助
十
郎
、
惣
左
衛
門
、
助
七
郎
、

孫
五
郎
等
九
人
で
あ
っ
た
が
、
隼
人

は
や
と
の

正
し
ょ
う

助
右
衛
の
弟
が
定
恵
の
弟
子
と
な

り
改
名
し
て
大
瀧
房
（
坊
）
と
名
乗
っ
た
。 

当
時
貢
物
に
は
、
一
人
に
付
き
布
絹
三
疋ひ

き

づ
つ
、
名
代
人
を
も
っ
て
毎

年
貢
ぎ
物
を
納お

さ

め
た
。
そ
の
宿
を
庄
屋
と
い
い
、
芥

あ
く
た

美み

殿
に
貢み

つ

ぎ
物
す
る

使
い
を
組
頭
と
い
う
。』 

      

立
壁
に
は
長
良
川
が
ぶ
つ
か
り
険
し
い
崖
で
道
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

人
々
は
神
道
か
ら
大
洞
方
面
へ
上
り
、
観
音
堂
の
あ
る
山
を
つ
た
っ
て
砥

坂
の
方
か
ら
下
地
下
に
下
り
て
き
て
い
ま
し
た
。 

「
神
道

ご
う
ど
う

」
と
い
う
地
名
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

大
洞 

奥
の
宮
跡 



鮎
走
に
あ
っ
た
神
社
、
奥
の
宮
。（
鮎
走
村
由
緒
書
よ
り
） 

 『
そ
の
後
、
ま
た
奈
良
の
都
に
始
め
て
遷
都
し
て
、
興
福
寺
を
始
め
て
建

て
た
時
に
、
白
山
を
加
賀
国
よ
り
僧
泰た

い

澄
ち
ょ
う

が
開
登
す
る
時
に
、
南
門
と
称

え
て
、
長
瀧
に
仮
宿
し
て
い
た
が
、
鮎
走
村
の
内
の
東
前
谷
と
い
う
所
に

至
っ
て
、
藤と

う

葛く
ず

の
あ
っ
た
所
に
一
泊
し
た
。
こ
こ
を
名
づ
け
て
「
藤
の
森
」

と
い
っ
た
。 

こ
こ
に
大
瀧
房
の
仮
住
房
が
あ
っ
た
。
こ
の
人
の
後
胤
、
子
孫
多
く
繁

殖
す
。（
喜
八
郎
、
孫
八
、
与
市
郎
、
直
右
衛
門
、
五
郎
助
、
三
九
郎
、
与

右
衛
門
、
孫
六
）
皆
子
孫
で
す
。 

泰
澄
大
師
は
尋
ね
て
鮎
走
に
行
き
ま
し
た
。
助
右
衛
門
に
宿
を
と
っ
て

七
日
間
。
そ
の
後
に
登
山
し
、「
下
の
森
」、「
奥
の
森
」
は
皆
其
遺
跡
で
す
。

こ
れ
は
養
老
年
中
こ
と
で
す
。
そ
の
旧
跡
霊
地
だ
っ
た
の
で
す
が
、
聖
武

天
皇
の

勅
ち
ょ
く

を
以
て
僧
大
瀧
房
を
別
当

べ
っ
と
う

と
し
て
三
の
宮
地
を
守
ら
せ
ま
し

た
。』 

 

 

こ
れ
が
藤
の
宮
・
下
の
宮
・
奥
の
宮
の
由
緒
で
、
大
洞
に
あ
る
奥
宮
へ

の
神
の
道
（
白
山
へ
の
道
）
と
い
う
こ
と
で
神
道
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。 

  



ど
う
や
ら
奈
良
時
代
に
は
鷲
見
郷
は
か
な
り
開
け
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
象
徴
が
白
山
を
開
闢
し
た
泰
澄
大
師
で
す
。 

 

大
師
の
像
の
イ
ラ
ス
ト 

              

 

『
泰
澄
法
師
は
白
山
の
開
基
な
り
。
助
七
が
案
内
し
て
な
た
、
か
ま
に
、
そ

た
を
持
っ
て
道
を
刈
り
先
達
し
た
。
養
老
一
年 

六
月
一
日
』 

幟
の
ぼ
り

の
写
真 

 

こ

の

幟

は

鮎

走

白

山

神

社

の

祭

り
で
立
て
ら
れ

て
い
た
も
の
で

す
。
養
老
元
年

六
月
一
日
（
七

一
七
）
と
書
い

て
あ
る
の
で
、

養
老
時
代
か
ら

１
３
０
０
年
間

代
々
書
き
継
が

れ
て
き
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

   



〇
切
立
真
観
寺
文
書 

慶
長
二
年
（
一
五
九
二
） 

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と 

 

『
泰
澄
大
師
は
美
濃
国
の
白
山
往
来
の
道
を
開
か
れ
た
。
長
滝
、
洞
ヶ
滝

（
前
谷
）
よ
り
滝
ヶ
峰
（
白
川
郷
）
ま
で
大
日
山
の
ふ
も
と
を
め
ぐ
っ
て
工

夫
を
こ
ら
さ
れ
た
。
あ
る
夜
大
日
山
に
一
泊
な
さ
れ
て
、
翌
日
夢
に
老
人

が
出
て
こ
ら
れ
て
、「
あ
な
た
を
永
い
こ
と
待
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
大
日
如

来
の
堂
を
建
て
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
た
。
東
の
ふ
も
と
へ
降
り
ら
れ
て
、

一
つ
の
沢
が
あ
っ
て
蛭
が
群
が
り
出
て
き
た
の
で
祓
い
し
り
ぞ
か
れ
た
。

こ
こ
を
蛭
ヶ
野
と
言
っ
た
。
そ
し
て
案
地
（
事
）
ヶ
峰
に
登
ら
れ
て
越
前
石

徹
白
へ
の
道
は
阿
弥
陀
が
滝
（
洞
ヶ
滝
）
し
か
な
い
と
言
わ
れ
た
。 

 

白
川
滝
ヶ
峰
ま
で
行
か
れ
て
戻
ら
れ
、
阿
弥
陀
が
滝
を
開
き
、
夢
の
お

告
げ
に
し
た
が
っ
て
、
大
日
ヶ
岳
に
金
像
の
大
日
如
来
を
安
置
さ
れ
ま
し

た
。（
七
一
七
年
） 

そ
の
時
、
そ
こ
か
ら
西
方
に
集
落
が
見
え
る
の
で
、
西
洞
と
名
づ
け
、
さ

ら
に
白
鳥
を
め
ざ
し
て
下
り
ら
れ
ま
し
た
。
途
中
最
初
に
住
家
が
あ
る
の

で
初
の
洞
（
正
ヶ
洞
）、
あ
の
洞
（
穴
洞
）
と
名
づ
け
、
そ
こ
か
ら
霧
が
湧

き
た
つ
ふ
も
と
に
集
落
が
あ
る
の
に
気
づ
か
れ
て
霧
立
（
切
立
）
と
名
づ

け
て
南
宮
社
を
建
て
ら
れ
、
中
島
（
向
鷲
見
）
に
若
宮
を
安
置
さ
れ
、
逢
走

（
鮎
走
）、
正
ヶ
洞
、
穴
洞
の
三
か
所
に
白
山
三
社
を
安
置
さ
れ
、
白
山
中

宮
長
瀧
寺
に
向
か
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
』 

白
山
中
宮
長
瀧
寺
は
養
老
二
年
（
七
一
八
）
の
創
建
で
す
。
講
堂
の
本
尊

は
大
日
如
来
、
脇
侍
は

釈
迦
如
来
と
阿
弥
陀

如
来
で
す
。
と
て
も
大

き
な
大
仏
（
一
丈
二
尺

三
．
六
ｍ
、
蓮
台
九
尺

二
．
七
ｍ
）
だ
っ
た
そ

う
で
す
が
、
惜
し
く
も

明
治
３
２
年
に
焼
失

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

大
日
岳
と
長
龍
寺
の

密
接
な
関
係
が
見
え

て
き
ま
す
。 

 （
良
い
写
真
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
） 

泰
澄
大
師
に
つ
い
て
は
改
め
て
取
り
上
げ
ま
す
。 

 

 

次
の
江
戸
時
代
の
西
洞
の
地
図
を
見
る
と
、
ひ
る
が
の
に
は
大
き
な
沼

が
あ
り
ま
す
。
真
ん
中
の
黄
色
い
と
こ
ろ
が
上
野
高
原
で
す
。
当
時
は
一

面
に
松
が
生
い
茂
っ
た
林
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
松
は
建
材
や
燃
料
と
し
て

必
要
で
し
た
。 

  



                      

   

「
こ
の
谷
筋
鷲
見
村
」 

 

案事ヶ峰  此下炭埋  四本杭 

 御国境 

 
 

ひ
る
が
の 
☝

 

 
 「

西
洞
山
論
絵
図
」 

寛
政
二
年 

真ん中の赤道が白川街道。 下に西洞山道、穴洞山道、向鷲見道とある。 



    

「
穴
洞
白
山
神
社
累
縁
起
」
よ
り 

『
穴
洞
鎮
守
白
山
妙
理
大
権
現
（
現
在
大
鷲
白
山
神
社
に
合
祀
）
の
始

ま
り
を
く
わ
し
く
尋た

ず

ね
て
み
る
と
、
昔
、
上
井
形
部
左
衛
門
尉
平
良
忠
の

夢
の
中
に
出
現
さ
れ
た
お
つ
げ
で
あ
り
ま
す
。 

人
皇
六
十
一
代
朱
雀
院
の
御
宇
、
天
慶
年
中
（
九
三
八
年
か
ら
九
四
七

年
）
に
亡
ん
だ
平
親
王
将
門
公
の
一
族
で
、
下
総
国
（
千
葉
県
）
猿
嶋
郡
上

井
郷
の
内
裏
の
一
戦
を
の
が
れ
、
数
十
里
の
山
谷
を
踏
分
け
当
地
へ
落
ち

の
び
、
ひ
そ
む
に
今
の
伏
兵
ケ
野
（
高
鷲
保
育
園
の
あ
る
所
）
に
つ
い
の
屋

敷
を
か
ま
え
た
。 

名
を
山
河
と
改
め
、
月
日
を
送
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
承
久
年
中
武
蔵
権

守
頼
保
へ
こ
の
庄
を
上
よ
り
下
さ
れ
、
地
頭
と
し
て
統
治
し
た
の
で
、
こ

の
時
、
今
の
喜
八

き

は

ち

会
津

か

い

つ

へ
屋
敷
を
か
え
、
民
家
に
下
り
、
与
四

よ

し

良ろ
う

と
名
の
っ

た
。 さ

る
天
慶
三
年
（
九
四
〇
年
）
酉
の
八
月
一
三
日
の
夜
五
更
（
夜
明
け
前
）

頃
に
、
良
忠
は
神
の
お
告
げ
を
得
た
。
そ
の
夢
は
、
か
た
じ
け
な
く
も
衣
冠

正
し
き
八
十
才
ば
か
り
の
老
翁
が
枕
元
に
立
ち
、
告
げ
て
言
っ
た
。 

「
汝
よ
く
見
よ
、
ひ
と
つ
の
奇
瑞
が
あ
る
だ
ろ
う
。
急
ぎ
こ
こ
に
ひ
と

む
ね
の
家
を
建
て
る
べ
し
。
そ
う
す
れ
ば
、
汝
の
さ
か
え
を
末
永
く
守
ろ

う
。」
と
お
っ
し
ゃ
る
声
が
し
て
雪
空
へ
消
え
失
せ
ら
れ
た
の
を
見
て
夢
か

ら
覚
め
た
。
良
忠
は
お
そ
れ
お
お
く
思
い
、
乾
の
高
窓
へ
杉
の
高
い
傍
ら

の
方
を
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
不
思
議
な
こ
と
に
西
南
の
方
の
大
岩
よ
り
火

玉
ら
し
い
も
の
が
落
ち
て
当
村
こ
と
ご
と
く
振
動
し
て
良
忠
の
城
の
北
東

の
方
に
落
ち
た
。（
昔
白
山
開
闢
の
時
泰
澄
大
師
腰
掛
石
）
良
忠
は
驚
い
て
、

そ
ば
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
そ
の
長
さ
三
寸
有
余
（
一
〇
㎝
ほ
ど
）
の
金
色
に

光
り
輝
く
お
身
体
が
一
つ
の
石
の
上
に
お
ら
れ
た
。 

良
忠
そ
れ
を
見
て
お
告
げ
の
通
り
と
思
い
、
夢
告
に
し
た
が
っ
て
建
物

を
建
立
し
、
白
山
妙
理
大
権
現
の
守
護
所
を
鎮
座
し
奉
っ
た
。』 

 

こ
の
累
縁
起
を
見
る
と
、
穴
洞
の
開
拓
は
平
安
時
代
の
真
ん
中
ご
ろ
か

ら
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
平
将
門
の
伝
説
は
各
地
に
伝
わ

っ
て
い
る
そ
う
で
す
が
白
山
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。 

次
ペ
ー
ジ
は
穴
洞
村
の
江
戸
時
代
末
の
地
図
。
上
の
左
に
あ
る
神
社
。

そ
の
右
が
「
良
忠
の
城
」
で
、
内
ヶ
島
氏
が
攻
め
て
き
た
と
き
出
て
き
ま

す
。「
喜
八
会
津
」
は
図
中
央
下
の
「
く
は
ち
洞
道
」
の
付
近
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。 

    

穴
洞
の
開
拓
は
い
つ
頃
か
ら
？ 

 



 

向
ス
ミ
道 

中
切
道 

ワミシ川 

白山神社・良忠が城 

田と畑は高さが異なる 

御高札 

北 

井道 

クハチ洞道 

井道 

西洞道  上野道 

取手ヶ野 



   

「
市
兵
衛
文
書
（
鷲
見
白
山
神
社
由
来
記
）」
よ
り 

 

『
美
濃
国
の
北
隅
、
郡
上
郡
上
の
保
谷
の
奥
の
洞
、
鷲
ヶ
岳
の
山
麓
に
大

屋
某
と
い
う
者
が
い
た
。
山
中
の
開
祖
で
そ
の
初
め
を
知
る
人
は
い
な
い
。

仁
平
年
間
（
一
一
五
一
）
に
は
こ
こ
に
居
住
す
る
と
い
う
。
慧
心
僧
都
作
と

伝
え
ら
れ
る
白
山
妙
理
大
権
現
の
神
像
を
授
受
し
て
一
室
の
傍
に
小
祠
を

建
て
安
置
し
て
お
ら
れ
た
。
こ
の
神
像
は
、
老
い
た
き
こ
り
を
憐
れ
み
、
干

し
草
を
刈
っ
て
い
る
人
を
救
い
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
る
こ
と
数
多
く
あ
っ

た
。 治

承
、
養
和
（
一
一
七
七
年
か
ら
一
一
八
一
年
）
の
昔
、
竹
の
園
の
連
枝

な
る
人
（
皇
族
）、
貶
せ
ら
れ
て
鷲
ヶ
岳
の
麓
に
来
て
、
大
屋
に
よ
っ
て
育

て
ら
れ
た
。
勅
免
を
蒙
り
（
許
さ
れ
て
）
一
所
の
主
と
な
り
姓
を
鷲
見

す

み

と
名

乗
っ
た
。 

世
々
相
継
ぎ
て
年
暦
い
よ
い
よ
は
る
か
な
り
。
当
社
は
崇
敬
し
て
加
被

力
を
こ
い
ま
す
ま
す
武
威
を
躍
す
。
建
武
歴
応
の
乱
に
は
土
岐
氏
の
旗
下

と
な
り
応
仁
文
明
よ
り
佐
々
木
氏
に
属
す
。
或
い
は
斎
藤
龍
興
に
随
い
武

運
衰
え
ず
。
郷
民
、
君
と
唱
え
て
貢
献
す
る
こ
と
久
し
。
盛
者
必
ず
衰
え

る
。
天
正
の
初
め
の
歳
、
襲
敵
の
た
め
に
首
を
授
け
家
門
を
絶
つ
。
惜
し
む

べ
し
。』 

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
鷲
見

す

み

氏
は
皇
族
で
あ
っ
た
が
流
さ
れ
て
鷲
見

わ

し

み

村

に
来
て
大
屋
の
助
け
を
得
、
や
が
て
鷲
見
郷
を
下
賜
さ
れ
た
と
し
て
い
ま

す
。（
高
鷲
村
史
） 

 

こ
の
大
屋
氏
は
山
口
才
三
郎
と
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。
次
は
鷲
見
の
敬

願
寺
に
伝
わ
る
先
祖
の
山
口
才
三
郎
の
伝
記
で
す
。 

 〇
敬
願
寺
文
書
よ
り 

『
昔
々
、
鷲
見
の
い
わ
れ
を
探
っ
て
み
る
と
、
神
武
天
皇
よ
り
三
十
代
敏

鷲
見

わ

し

み

の
開
拓
は
い
つ
頃
？ 

 



達
天
皇
時
代(

今
日
よ
り
千
四
百
十
四
年
前)

に
、
大
和
国
殿
上
人
藤
原
少

将
満
近
の
子
孫
で
藤
原
左
衛
門
尉
が
武
者
修
行
に
出
て
諸
国
を
遍
歴
し
て

い
た
。 

そ
の
途
中
で
美
濃
国
武
儀
郡(

斉
衡
二
年
よ
り
郡
上
郡
と
な
る)

飛
騨
国

の
境
ま
で
来
た
時
に
雲
ヶ
嶽
の
麓
の
霞
ヶ
洞
と
言
う
と
こ
ろ
で
休
憩
し
昼

寝
し
て
い
る
と
、
夢
な
の
か
現
実
な
の
か
、
老
人
が
来
て
、
こ
の
地
は
由
緒

が
あ
る
か
ら
住
む
べ
し
と
言
っ
て
、
夢
が
醒
め
た
。 

 

藤
原
左
衛
門
尉
が
思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
夢
を
見
る
も
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
深
山
で
夢
を
見
る
の
は
面
白
い
。
元
来
勇
猛
剛
胆

な
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
住
み
居
を
構
え
た
。
山
の
麓
に
柴
の
庵
を
建

て
、
山
畑
を
し
て
暮
ら
し
た
。
飛
騨
国
の
某
か
ら
妻
を
迎
え
、
一
子
を
設
け

山
の
麓
に
住
ん
だ
と
い
う
由
緒
か
ら
山
口
才
三
郎
と
名
乗
っ
た
。 

そ
の
頃
は
法
相
宗
長
瀧
寺
に
属
し
て
い
た
が
、
天
長
五
年
（
八
二
八
）
に

白
山
中
宮
長
瀧
寺
が
天
台
宗
に
改
宗
な
さ
れ
て
、
才
三
郎
盛
長
は
、
そ
の

後
白
山
妙
理
大
権
現
十
一
面
観
音
自
在
尊
を
日
頃
か
ら
信
じ
て
い
た
の
で
、

正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
長
瀧
寺
白
山
中
の
社

や
し
ろ

を
普
請
し
た
。 

こ
れ
が
出
来
た
そ
の
社
の
内
、
養
老
七
年
（
七
二
三
）、
四
四
代
元
正
天

皇
の
時
代
に
、
奈
良
の
都
よ
り
下
り
い
た
だ
い
た
元
正
天
皇
の
一
刀
三
礼

の
十
一
面
観
音
が
、
あ
る
夜
、
才
三
郎
の
夢
の
お
告
げ
で
「
長
瀧
寺
へ
迎
え

に
来
な
さ
い
」
と
見
て
、
夢
が
覚
め
た
。 

才
三
郎
は
大
変
あ
り
が
た
い
夢
で
あ
る
と
思
っ
て
、
す
ぐ
に
長
瀧
寺
へ

一
目
会
い
に
行
っ
て
十
一
面
観
音
の
祠
に
立
ち
寄
り
、
礼
拝
し
た
が
十
一

面
観
音
様
は
現
れ
ず
不
審
に
思
い
、
お
堂
の
縁
側
に
出
る
と
縁
側
に
十
一

面
観
音
様
が
現
れ
、
才
三
郎
は
そ
の
像
を
拝
み
奉
り
礼
拝
し
て
敬
虔
に
お

祀
り
し
て
家
に
帰
っ
た
。 

こ
れ
が
鷲
見
村
の
氏
神
で
あ
る
。
後
に
長
瀧
寺
の
配
下
と
な
り
ま
し
た

（
長
瀧
寺
に
戻
し
、
今
は
長
瀧
寺
に
あ
っ
て
鷲
見
村
に
な
い
）』 

  

郡
上
郡
は
武
儀
郡
の
上
に
あ
る
郡
と
い
う
こ
と
で
、
斉
衡
二
年
（
八
五

五
）
よ
り
郡
上
郡
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
奈
良
時
代
や
平
安
時
代
に
つ
い
て
の
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
が
、
い
ず
れ
も
後
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
す
。 

次
に
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
、
戦
国
時
代
に
つ
い
て
調
べ

て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

こ
こ
か
ら
は
、
日
本
史
全
体
と
の
関
連
も
出
て
き
ま
す
。
山
間
の
鷲
見

郷
で
も
列
島
の
中
央
の
動
き
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。 



 

鷲見郷（氏）に関する年号表 高鷲村史・八幡町史による

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1160 永暦鷲見城？ 応保 長寛 永万 仁安 嘉応

70 承安 安元 鮎走文書 治承 治承・寿永の乱

80 養和清盛死 寿永 鎌倉幕府 元暦  文治守護・地頭職←壇ノ浦 義経死

90 建久 頼朝征夷大将軍 曽我兄弟 正治頼朝死

1200 建仁 重保死 関東下知状⑰ 元久頼保死 ←頼家死 建永 承元
10 建暦 建保 承久実朝死

20 承久の乱① 貞応 元仁 嘉禄 安貞 寛喜
30 貞永家保死 天福 文暦 嘉禎 暦仁 延応
40 仁治 寛元 宝治 建長
50 芥見庄(大鑑) 鷲見城(大鑑) 康元 正嘉 正元
60 文応 弘長 文永
70 文永の役 建治 弘安
80 弘安の役 保吉諸保大番役② 正応
90 永仁 正安

1300 乾元 嘉元 徳治 延慶
10 応長 正和 文保 元応
20 元亨 正中 嘉暦 元徳

30 元弘 （正慶）
御家人忠保③

④幕府滅ぶ 建武 延元忠保活躍

⑤⑥⑦⑧⑨⑩Ⓑ
忠保地頭Ⓘ （暦応）

青野ヶ原
頼貞死

40 興国 （康永）頼遠死
忠保死

保憲阿千葉へ （貞和） 正平

50 （観応）⑪
保憲×加賀丸

直義死⑫⑬⑭ （文和）⑮⑯⑱ （延文） 尊氏死

60 （康安） （貞治） （応安）
70 建徳 文中 天授（永和） （康暦）
80 （永徳） 弘和 元中（至徳） (嘉慶)保憲死 頼康死 （興応）
90  (明徳)禅峯地頭⑲⑳ 禅峯×伊賀㉑ 応永

1400 氏保×安東Ⓢ 義満死 赤谷山城

10
北畠の乱氏保㉒

加賀丸（禅峯）死

20 正長 永享
30
40 嘉吉益之死 文安氏保死 宝徳
50 享徳 康正 常縁関東へ 長禄
60 寛正 文正 応仁 篠脇城落城 文明
70 蓮如吉崎・古今伝授 北野城

80 常縁死 長享 一向一揆 延徳
90 義政死 明応 行保死・保兼 蓮如死

1500 文亀 永正
10 保重死 保定死

20 大永 享禄
30 天文 三木侵入

40 朝倉来攻 貞保死 東殿山城？ 土岐氏追放

50 弘治 道三死 永禄 東殿山の戦い

60 盛数死 八幡城の変 義輝死 井ノ口→岐阜 三木侵入

70 元亀姉川の戦 信玄死 天正 金森越前攻撃

80 信長死
金森飛騨征伐

天正大地震
稲葉氏

90 文禄の役 太閤検地 慶長 慶長の役 秀吉死

1600 八幡城の戦い 江戸幕府

10 冬の陣 元和夏の陣 元和郷帳・家康死

20 寛永
30 慶隆死

40 正保 慶安
50 家光死 承応 明暦 万治
60 寛文
70 五人塚作成 延宝 常友死

80 天和 貞享 元禄
90 井上氏 金森氏

（）は北朝。太字は双方兼ねる。丸数字は「足利将軍よりの感状写」の順番　アルファベットは鷲見家譜。


