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う

め

づ

し

ん

ぶ

ん 
梅

津

新

聞 
金

か
な

砂 さ

合
か
っ

戦
せ
ん

の
こ
と
を
知 し

っ
た
平

へ
い

氏 し

は
、

源
み
な
も
と
の

頼
よ
り

朝
と
も

軍
ぐ
ん

を
お
び
や
か
す
た
め
、
朝
廷

ち
ょ
う
て
い

を

守
ま
も

る
た
め
に
京
都

き
ょ
う
と

に
い
た
佐
竹
氏
３
代
隆

た
か

義
よ
し

に
協

力

き
ょ
う
り
ょ
く

を
要
請

よ
う
せ
い

し
ま
し
た
。
重
要

じ
ゅ
う
よ
う

な
任
務

に

ん

む

を
果 は

た
す
べ
く
常
陸

ひ
た
ち
の

国
く
に

へ
と
帰

か
え

っ
て
き
た
隆

義
で
す
が
、
こ
の
こ
ろ
、
源
氏

げ

ん

じ

と
平
氏
の
関

か
ん

係
け
い

や
東

と
う

国
ご
く

の
社

し
ゃ

会
か
い

に
大

お
お

き
な
変

へ
ん

化 か

が
起 お

こ
っ
て

い
ま
し
た
。 

平
氏
の
方

ほ
う

は
中

ち
ゅ
う

心
し
ん

人
じ
ん

物
ぶ
つ

だ
っ
た

平
た
い
ら
の

清
き
よ

盛
も
り

が
亡 な

く
な
り
、
一

い
ち

門
も
ん

が
衰

す
い

退
た
い

し
始

は
じ

め
て
い
ま
し

た
。
一
方

い
っ
ぽ
う

源
氏
は
、
頼
朝
が
後 ご

白
し
ら

河
か
わ

法
ほ
う

皇
お
う

か
ら

東
と
う

国
ご
く

支 し

配
は
い

の
権

け
ん

利 り

を
保 ほ

証
し
ょ
う

さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
常
陸
国
内
で
の
勢
力

せ
い
り
ょ
く

が
拡
大

か
く
だ
い

す
る

状
じ
ょ
う

況
き
ょ
う

に
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
動

う
ご

き
か
ら
、
佐

竹
氏
の
中
で
も
以 い

前
ぜ
ん

の
よ
う
な
打 だ

倒
と
う

頼
朝
と

い
っ
た
執

し
ゅ
う

念
ね
ん

は
日 ひ

に
日 ひ

に
弱

よ
わ

ま
っ
て
お
り
、

そ
し
て 

隆
義
自
身

じ

し

ん

も
寿

じ
ゅ

永
え
い

２
年
（
１
１
８
３
）
５
月
、

平
氏
か
ら
受 う

け
た
任
務
を
果
た
す
こ
と
な
く

こ
の
世 よ

を
去 さ

り
ま
し
た
。 

さ
て
、
金
砂
合
戦
に
敗

や
ぶ

れ
花

は
な

園
ぞ
の

山
さ
ん

に
身 み

を
隠

か
く

し
て
い
た
隆
義
の
子 こ

秀
ひ
で

義
よ
し

で
す
が
、
一
族

い
ち
ぞ
く

の

間
あ
い
だ

に
分
裂

ぶ
ん
れ
つ

の
動

う
ご

き
が
あ
っ
た
り
、
頼

た
よ

り
に
し

て
い
た
平
家

へ

い

け

が
滅
亡

め
つ
ぼ
う

し
て
し
ま
っ
た
り
な
ど
、

苦
境

く
き
ょ
う

に
お
ち
い
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
間
も
頼

朝
は
常
陸
国
内
で
の
勢
力
を
広

ひ
ろ

げ
て
お
り
、
し

だ
い
に
秀
義
は
態

た
い

度 ど

を
ひ
る
が
え
し
、
頼
朝
に

従
し
た
が

う
こ
と
を
決 き

め
ま
し
た
。 

文
治

ぶ

ん

じ

５
年
（
１
１
８
９
）、
頼
朝
は
奥

お
う

州
し
ゅ
う

藤
ふ
じ 

原
わ
ら

氏 し

を
討 う

つ
た
め
、
平
泉

ひ
ら
い
ず
み

に
向 む

か
い
ま
し
た
。

一
い
っ

行
こ
う

が
宇
都
宮

う

つ

の
み

や

を
通

つ
う

過 か

し
た
時

と
き

に
、
秀
義
は
頼

朝
に
反
逆

は
ん
ぎ
ゃ
く

の
意
思

い

し

が
な
い
こ
と
を
伝

つ
た

え
、

忠
誠

ち
ゅ
う
せ
い

を
誓

ち
か

い
ま
す
。
そ
の
時
秀
義
が
持 も

っ
て

い
た
の
は
、
源
氏
の
旗

は
た

で
あ
る
「
無
文

む

も

ん

白
旗

し
ら
は
た

」

で
し
た
。
同
じ
源
氏
で
あ
る
頼
朝
の
旗
と
一

い
っ 

緒
し
ょ

だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
頼
朝
は
赤

あ
か

月
づ
き

印
し
る
し

五 ご

本
ほ
ん

骨
ほ
ね

軍
ぐ
ん

扇
せ
ん

を
秀
義
に
与

あ
た

え
、
旗

は
た

印
じ
る
し

と
さ
せ
ま
し

た
。 

に
武
家

ぶ

け

政
治

せ

い

じ

の
再
興

さ
い
こ
う

を
図

は
か

り
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
天
皇
方

て
ん
の
う
が
た

（
南
朝

な
ん
ち
ょ
う

）
と
足

あ
し

利
か
が

方
が
た

（
北

ほ
く

朝
ち
ょ
う

）
の
対
立

た
い
り
つ

が
深

ふ
か

ま
り
、
南
北
朝

な
ん
ぼ
く
ち
ょ
う

の
動
乱

ど
う
ら
ん

が

始
は
じ

ま
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
動
乱
に
お
い
て
佐

竹
氏
９
代
貞
義
は
足
利
方
と
と
も
に
行

こ
う

動
ど
う

し
、

様
さ
ま

々
ざ
ま

な
功

こ
う

績
せ
き

を
あ
げ
、
常
陸

ひ

た

ち

守
護

し

ゅ

ご

職
し
ょ
く

※
１

に

任
命

に
ん
め
い

さ
れ
て
常
陸
国
を
支
配
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。 

※
１ 

守
護
職
…
鎌
倉
時
代
か
ら
あ
る
職

し
ょ
く

で
、

地 ち

方
ほ
う

の
国

こ
く

内
な
い

の
御 ご

家 け

人
に
ん

の
統

と
う

率
そ
つ

と
管

か
ん

理 り

を
行

お
こ
な

う
役

や
く

目 め

で
す
。 

く
わ
し
く
ふ
り
か
え
る

佐
竹
氏
の
４
７
０
年
間
（2） 

秀
義 

頼
朝
か
ら
旗
印
を
与

え
ら
れ
る 

↑関係する歴代当主 

佐
竹
氏
、
大
活
躍 

１
３
３
４
年
、
鎌
倉

か
ま
く
ら

幕
府

ば

く

ふ

を
滅

ほ
ろ

ぼ
し
た
後 ご

醍
醐
天
皇

だ
い
ご
て
ん
の
う

は
、
幕
府
の
本
拠
地

ほ

ん

き
ょ

ち

で
あ
っ
た
鎌
倉

に
鎌
倉
将

し
ょ
う

軍
ぐ
ん

府 ふ

を
置 お

き
、
倒
幕

と
う
ば
く

に
参
加

さ

ん

か

し
た

足
あ
し

利
か
が

尊
た
か

氏
う
じ

の

弟
お
と
う
と

、
直

な
お

義
よ
し

が
鎌
倉
に
入

は
い

り
ま
し

た
。 建

武

け

ん

む

２
年
（
１
３
３
５
）、
鎌
倉
幕
府
の
ト
ッ

プ
だ
っ
た
北

ほ
う

条
じ
ょ
う

高
た
か

時
と
き

の
子 

時
と
き

行
ゆ
き

が
、
幕
府 

再
興

さ
い
こ
う

を
計
画

け
い
か
く

し
、
鎌
倉
に
攻 せ

め
入 い

り
ま
し
た
。
佐
竹
氏
９

代
貞
義
は
直
義
を
助

た
す

け
る
た

め
、
兵

へ
い

を
連 つ

れ
て
鎌
倉
へ
向 む

か
い
ま
し
た
。
一
度

い

ち

ど

は
劣

れ
つ

勢
せ
い

に
な
り
ま
し
た
が
、
京
都

き
ょ
う
と

よ

り
駆 か

け
つ
け
た
尊
氏
軍

ぐ
ん

が
合

ご
う

流
り
ゅ
う

し
、
時
行
軍
を
破

や
ぶ

り
ま

す
。
こ
の
時
後
醍
醐
天
皇
の

命
令

め
い
れ
い

を
無
視

む

し

し
て
兵
を
出
し

た
尊
氏
は
、
そ
の
ま
ま
鎌
倉

に
と
ど
ま
り
、
直
義
と
と
も 

3代 隆義【1118-1183】

4代 秀義【1151-1226】

5代 義重【1186-1252】

6代 長義【1207-1272】

　居城を馬坂城から太田城に移
した。金砂山の戦いのときは、
朝廷守護のため京都にいた。66

歳没。

　1180年に頼朝の軍から攻撃
を受け、金砂山城にこもって抵

抗したが落城し、領地を没収さ
れた。1189年に頼朝に面会し
て許され、後に家紋となる軍扇

をもらう。75歳没。

　承久の乱（1221）の際、北
条泰時に従って京都に行き、宇

治川の戦いで功績をあげた。67
歳没。

　義重の長男。常陸介に任命さ
れる。66歳没。

7代 善胤【1227-1278】

8代 行義【1263-1305】

9代 貞義【1287-1352】

10代 義篤【1311-1362】

　長義の長男。讃岐守・常陸介

に任命される。鎌倉の比企谷に
館に住んだ。52歳没。

　勝楽寺の境内に南明山正法寺

を建て、伏見院より正法院の額
をもらう。43歳没。

　1331年の元弘の乱では、鎌
倉幕府の笠置山攻めに参加。の
ち足利尊氏に従って各地で戦っ

た。66歳没。

　正宗寺の開山である夢窓疎石

に禅を学び、剃髪して浄喜と号
する。52歳没。
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佐
竹
氏
の
菩
提
寺
※
１ 

正
宗
寺 

正
宗
寺

し
ょ
う
じ
ゅ
う
じ

は
増
井
町
に
あ
る
臨

り
ん

済
ざ
い

宗
し
ゅ
う

円
え
ん

覚
が
く

寺 じ

派 は

の
お
寺

て
ら

で
、
延
長

え
ん
ち
ょ
う

元
年
（
９
２
３
）
平

た
い
ら
の

良
よ
し

将
ま
さ

（
将

ま
さ

門
か
ど

の
父

ち
ち

）
が
律
宗

り
つ
し
ゅ
う

の
増

ま
し

井 い

寺
で
ら

を
建 た

て

た
こ
と
が
始

は
じ

ま
り
と
言 い

わ
れ
て
い
ま
す
。
天
喜

て

ん

ぎ

５
年
（
１
０
５
７
）
源

義

家

み
な
も
と
の
よ
し
い
え

が
前

ぜ
ん

九 く

年
ね
ん

の
役

え
き

※
２

に
向 む

か
う
途 と

中
ち
ゅ
う

、
朝

ち
ょ
う

敵
て
き

調
ち
ょ
う

伏
ぶ
く

の
祈
願

き

が

ん

を

行
お
こ
な

っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
宗
派

し
ゅ
う
は

が
真

し
ん

言
ご
ん

宗
し
ゅ
う

に
、
名 な

前
ま
え

が
勝

し
ょ
う

楽
ら
く

寺 じ

に
変
わ
り
ま
し
た
。 

鎌
倉

か
ま
く
ら

時
代

じ

だ

い

に
は
佐
竹
氏
の
菩
提
寺

ぼ

だ

い

じ

と
な
り
、

４
代
秀

ひ
で

義
よ
し

が
寺
の
境
内

け
い
だ
い

に
正
法
院

し
ょ
う
ほ
う
い
ん

を
建
て
、

正
法
院
が
火
災

か

さ

い

に
よ
り
焼 や

け
て
し
ま
っ
た
後

は
、
８
代
行

ゆ
き

義
よ
し

が
正
法
寺

し
ょ
う
ぼ
う
じ

を
建
て
ま
し
た
。 

９
代
貞

さ
だ

義
よ
し

の
子 こ 

月
が
っ

山
さ
ん

周
し
ゅ
う

枢
す
う

は
早

は
や

く
に
出

し
ゅ
っ

家 け

し
て
、
臨
済
宗
の
僧

そ
う

で
あ
る
夢 む

窓
そ
う

国
こ
く

師 し

（
夢

窓
疎 そ

石
せ
き

）
の
元

も
と

で
学

ま
な

び
、
正
法
寺
に
帰

か
え

る
と
寺

を
臨
済
宗
に
改

あ
ら
た

め
ま
し
た
。
そ
し
て
勢

い
き
お

い
が

衰
お
と
ろ

え
て
い
た
勝
楽
寺
・
正
法
寺
を
再

ふ
た
た

び
盛 も

り

上 あ

げ
る
た
め
、
師 し

の
夢
窓
国
師
を
勧

か
ん

請
じ
ょ
う

開
か
い

山
ざ
ん

※

３

と
し
、
自 じ

身
し
ん

は
開

か
い

基 き

２
世

せ
い

を
称

し
ょ
う

し
て
境
内
に

正
し
ょ
う

宗
じ
ゅ
う

庵
あ
ん

を
建
て
ま
し
た
。 

室
町

む
ろ
ま
ち

時
代

じ

だ

い

に
な
る
と
10

代
義

よ
し

篤
あ
つ

が
庵
を
寺 

佐
竹
氏
代
々
の
祈
願
所 

佐
竹
寺 

佐 さ

竹
た
け

寺 じ

は
天
神
林
町
に
あ
る
真

し
ん

言
ご
ん

宗
し
ゅ
う

豊 ぶ

山
ざ
ん

派 は

の
お
寺
で
す
。
寺
記

じ

き

に
よ
れ
ば
大

だ
い

同
ど
う

２
年

（
８
０
７
）
徳
一

と
く
い
つ

大
師

だ

い

し

に
よ
り
始

は
じ

ま
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、「
坂
東

ば
ん
ど
う

霊
場
記

れ
い
じ
ょ
う
き

」
に
は
寛
和

か

ん

な

元

年
（
９
８
５
）
元
密

も
と
み
つ

上
人

し
ょ
う
に
ん

が
建
て
た
も
の
と
も

伝
つ
た

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
当

と
う

初
し
ょ

は
「
洞

ど
う

崎
さ
き

の
峰

み
ね

」

と
い
う
場 ば

所
し
ょ

に
建
て
ら
れ
観
音
寺

か

ん

の
ん

じ

と
い
う
名

前
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

治
承

じ
し
ょ
う

元
年
（
１
１
１
７
）
初

し
ょ

代
だ
い

昌
ま
さ

義
よ
し

か
ら
領

り
ょ
う

地 ち

と
し
て
３
０
０
貫

か
ん

を
与
え
ら
れ
、
佐
竹
氏
の

菩 ぼ

提
だ
い

所
し
ょ

と
な
り
ま
し
た
。 

文
永

ぶ
ん
え
い

６
年
（
１
２
６
９
）
６
代
長

な
が

義
よ
し

が
観
音

堂
を
再

さ
い

建
け
ん

し
、
佐
竹
寺
と
名
を
改
め
ま
し
た

が
、
天
文

て
ん
ぶ
ん

12

年
（
１
５
４
３
）
戦

い
く
さ

に
よ
り
焼

失
し
ま
し
た
。
そ
の
後
18

代
義

よ
し

昭
あ
き

に
よ
っ
て

現
在
の
場
所
に
観
音
堂
（
現
在
の
本
堂

ほ
ん
ど
う

）
が
建

て
ら
れ
、
佐
竹
氏
が
秋
田

あ

き

た

へ
国
替

く

に

が

え
と
な
っ
て

か
ら
は
、
水

み
と

戸
藩

は
ん

第
２
代
藩

は
ん

主
し
ゅ

德
と
く

川
が
わ

光
み
つ

圀
く
に

に
よ 

る
改

か
い

築
ち
く

が

行
お
こ
な

わ

れ
て
現

げ
ん

在
ざ
い

に
至

い
た

り
ま
す
。 

と
改
め
て
正

し
ょ
う

宗
じ
ゅ
う

寺 じ

が
初

は
じ

め
て
興

お
こ

り
ま
す
。
そ

し
て
寺
は
佐
竹
氏
の
保
護

ほ

ご

を
受 う

け
、
関

か
ん

東
と
う

十
じ
っ

刹
さ
つ

※
４

の
ひ
と
つ
に
ま
で
な
り
ま
し
た
が
、
天
保

て
ん
ぽ
う

９
年
（
１
８
３
８
）、
総
門

そ
う
も
ん

を
残

の
こ

し
て
焼
失

し
ょ
う
し
つ

し

て
し
ま
い
ま
し
た
（
現
在

げ
ん
ざ
い

の
本
堂

ほ
ん
ど
う

は
昭
和

し
ょ
う
わ

63

年
（
１
９
８
８
）
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
）。 

※
１ 

菩
提
寺
…
先

せ
ん

祖 ぞ

代
だ
い

々
だ
い

の
墓

は
か

や
位 い

牌
は
い

を
お

く
寺
の
こ
と
。 

※
２ 
前
九
年
の
役
…
平
安

へ
い
あ
ん

時
代

じ

だ

い

後
期

こ

う

き

、
東
北

と
う
ほ
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地
方

ち

ほ

う

で
勢
力

せ
い
り
ょ
く

を
の
ば
し
、
国

こ
く

府 ふ

に
税

ぜ
い

金
き
ん

な
ど

を
納

お
さ

め
な
か
っ
た
安 あ

倍 べ

氏 し

を
、
朝

ち
ょ
う

廷
て
い

か
ら
命

め
い

令
れ
い

で

源
み
な
も
と
の

頼
よ
り

義
よ
し

、
義

よ
し

家
い
え

が
討

と
う

伐
ば
つ

し
た
戦

た
た
か

い
。

「
朝
敵
」
と
は
朝
廷
に
そ
む
く
敵
の
こ
と
で
、

こ
こ
で
は
安
倍
氏
の
こ
と
を
指 さ

し
ま
す
。 

※
３ 

勧
請
開
山
…
そ
の
寺
の
創
始
者

そ

う

し
し

ゃ

（
＝
開

山
）
で
な
い
僧

そ
う

を
開
山
と
し
て
信
仰

し
ん
こ
う

す
る
こ

と
。 

※
４ 

関
東
十
刹
…
関
東
五 ご

山
ざ
ん

（
臨
済
宗
の
格

か
く 

式
し
き

高
た
か

い
５
つ
の

寺
）
の
下
位

か

い

に
あ

た
る
10

の
寺
の

こ
と
で
す
。 

佐

竹

氏

と

寺 

知
っ
て
お
き
た
い
日
本
史 

仏
教 日

に
ほ
ん

本
に
仏

ぶ
っ

教
き
ょ
う

が
伝
わ
っ
た
の
は
６
世

せ
い

紀 き

前
ぜ
ん

半
は
ん

で
す
。
百
済

く

だ

ら

（
後

の
ち

の
朝

ち
ょ
う

鮮
せ
ん

の
一

い
ち

部 ぶ

）
か

ら
伝
わ
り
、
そ
の
後
の
日
本
の
政

せ
い

治 じ

・
文

ぶ
ん

化 か

・

生
せ
い

活
か
つ

に
大

お
お

き
な
影

え
い

響
き
ょ
う

を
与

あ
た

え
ま
し
た
。 

奈
良
時
代
の
仏
教 

国
こ
っ

家 か

が
取 と

り
入 い

れ
た
学

が
く

問
も
ん

仏
教
で
す
。 

律
宗 

戒
か
い

律
り
つ

の
研

け
ん

究
き
ゅ
う

を
行

お
こ
な

い
戒
律
を
実

じ
っ

践
せ
ん

す
る
こ
と
で
成

じ
ょ
う

仏
ぶ
つ

で
き
る
と
い
う
教

お
し

え
。 

平
安
時
代
の
仏
教 

そ
れ
ま
で
の
仏
教
と
違

ち
が

い
、
政

せ
い

治 じ

か
ら
は
な
れ
、
山

や
ま

奥
お
く

の
寺

て
ら

で
学

が
く

問
も
ん

や
き
び
し
い
修

し
ゅ

行
ぎ
ょ
う

を
す
る
こ
と
を

重
じ
ゅ
う

視 し

し
、
国

く
に

の
平

へ
い

安
あ
ん

を
祈

い
の

る
こ
と
が
目

も
く

的
て
き

で
す
。 

真
言
宗
大

だ
い

日
に
ち

如
に
ょ

来
ら
い

と
一

い
っ

体
た
い

化 か

す
る
「
即

そ
く

身
し
ん

成
じ
ょ
う

仏
ぶ
つ

（
生 い

き
て
い
る
う
ち
に
仏

ほ
と
け

に
な
る
こ

と
）」
が
修
行
の
中

ち
ゅ
う

心
し
ん

。 

鎌
倉
時
代
の
仏
教 

あ
い
つ
ぐ

戦
た
た
か

い
に
不 ふ

安
あ
ん

を
感

か
ん

じ
、
仏

ぶ
っ

教
き
ょ
う

に
救

す
く

い
を
求

も
と

め
る
庶

し
ょ

民
み
ん

な
ど
に
受 う

け
入 い

れ
ら
れ
る
よ
う
、
わ
か
り
や

す
く
信
仰

し
ん
こ
う

し
や
す
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。 

臨
済
宗
座 ざ

禅
ぜ
ん

を
行

お
こ
な

い
、
自 じ

力
り
き

で
悟

さ
と

る
禅

ぜ
ん

宗
し
ゅ
う 

の
ひ
と
つ
で
、
幕
府

ば

く

ふ

の
保
護

ほ

ご

を
受
け
て
い
ま
し
た
。 

【国指定重要文化財】 

佐竹寺本堂 

【市指定文化財】 

正宗寺総門 


