
ま
す
。
こ
の
一
宮
正
木
氏
に
つ
い
て
は
ま

だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
、
そ
の

実
態
や
実
力
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た

の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
こ
の

出
土
し
た
資
料
や
そ
の
量
、
城
の
遺
構
か

ら
考
え
る
と
そ
れ
な
り
の
影
響
力
を
持
っ

た
一
族
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
こ
の
一
宮
と
い
う

地
域
が
戦
国
時
代
に
重
要
な
拠
点
と
し
て

存
在
し
た
こ
と
を
示
す
、
重
要
な
手
が
か

り
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

【
問
合
せ
】教
育
課
☎（
42
）１
４
１
６

一
宮
城
は
戦
国
時
代
頃
ま
で
存
在
し
、

こ
の
地
域
の
拠
点
の
一
つ
と
し
て
存
在
し

た
城
で
し
た
。

昭
和
58
年（
１
９
８
４
）、
振
武
館
建
設

に
伴
い
、
城
跡
の
一
部
が
発
掘
調
査
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
発
掘
で
建
物
跡
や
池
跡
が

発
見
さ
れ
、
多
数
の
土
器
な
ど
が
出
土
し

ま
し
た
。
こ
の
出
土
し
た
資
料
が
一
括
で

平
成
17
年（
２
０
０
４
）
に
町
の
指
定
と

な
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
出
土
し
た
も
の
と
し
て
は
、

陶
磁
器
や
か
わ
ら
け（
土
器
）、
鉄
砲
玉
、

古
銭
、
石
塔
、
鉄
製
品（
武
器・
武
具
の
一

部
）
な
ど
で
す
。
年
代
は
戦
国
時
代
の
16

世
紀
、
１
５
６
０
〜
70
年
代
で
は
な
い
か

と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
徴
的
な
も
の

は
鉄
砲
玉
と
耳
か
わ
ら
け
、
中
国
産
の
鉄

釉
茶
碗
で
、
県
内
で
も
非
常
に
少
な
い
出

土
例
の
一
つ
で
す
。
耳
か
わ
ら
け
は
耳
の

よ
う
な
形
を
し
た
土
器
で
、
箸
置
き
と
し

て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

一
宮
城
の
城
主
は
里
見
氏
の
家
臣
で
あ

る
一
宮
正
木
氏
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

No.35

一宮町長
馬淵 昌也

一
宮
町
の
歴
史
特
集

　「
一
宮
町
の
文
化
財
⑬
」

一
宮
城
出
土
遺
物

▲　出土遺物の一部

上
総
一
ノ
宮
駅
の
東
口
開
設
工
事
が
始
ま

り
ま
し
た
。Ｊ
Ｒ
に
よ
れ
ば
、来
年
の
６
月
に

は
完
成
の
予
定
で
す
。

こ
の
東
口
開
設
事
業
は
、
約
30
年
間
に
わ

た
る
懸
案
事
項
で
し
た
。そ
れ
が
、今
回
の
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
契
機
に
、
Ｊ
Ｒ
が
開
設

協
議
に
応
じ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。し

か
し
、Ｊ
Ｒ
の
駅
に
関
す
る
工
事
は
、列

車
の
運
行
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
工
事
が
行
わ

れ
る
の
で
、
費
用
が
か
か
り
ま
す
。そ
の
上
、

改
札
口
の
建
設
は
、
請
願
者
が
費
用
負
担
を

す
る
決
ま
り
が
あ
る
の
で
、
概
算
で
も
８
〜

９
億
円
と
い
う
高
額
の
工
事
費
を
町
が
負
担

す
る
こ
と
に
な
り
、
町
と
し
て
は
非
常
に
苦

し
い
決
断
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
、千
葉
県
が
特
別
に
、工
事
費

の
半
額
を
支
援
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。現
在
、工
事
費
は
６
億
８
千
万
円
余
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
半
分
を
県
が
支
援

し
て
下
さ
る
も
の
で
、
大
変
大
き
な
援
助
で

す
。な

お
、
町
は
工
事
費
の
も
う
半
分
、

３
億
４
千
万
円
余
を
負
担
し
ま
す
が
、こ
れ

も
そ
の
主
要
部
分
に
つ
い
て
、長
期
の
ロ
ー
ン

で
返
済
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
予
定
で
す
。

そ
の
結
果
、返
還
額
は
、町
の
財
政
規
模
か
ら

す
る
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
負
担
に
は
な
ら
な

い
見
通
し
と
な
り
ま
し
た
。

東
口
は
、Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
専
用
の
出
入
り
口
と

な
り
ま
す
。券
売
機
を
設
置
す
る
と
、管
理
の

た
め
の
人
員
配
置
が
必
要
に
な
り
、
町
の
財

政
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

も
し
Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
を
お
持
ち
で
な
い
方
が
い

ら
し
た
ら
、こ
れ
を
機
会
に
ご
用
意
頂
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
町
が
請
願
し
て
設
置
さ
れ
る
改
札

口
な
の
で
、Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
改
札
機
も
町
が
リ
ー

ス
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。管
理
費
が
、年

間
数
百
万
円
か
か
る
見
通
し
で
す
が
、
各
種

施
策
で
で
き
る
限
り
縮
減
し
た
い
と
考
え
ま

す
。東

口
が
完
成
す
る
の
は
、
来
年
の
６
月
に

な
り
ま
す
。
７
月
末
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
幕

ま
で
に
は
皆
様
に
お
使
い
い
た
だ
く
こ
と
が

可
能
に
な
り
ま
す
。開
設
後
は
、ど
う
ぞ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

な
お
、神
門
踏
切
の
拡
幅
に
関
し
て
は
、千

葉
県
が
北
側
に
歩
道
を
確
保
す
る
拡
幅
を
了

承
し
て
下
さ
い
ま
し
た
が
、Ｊ
Ｒ
と
の
協
議
に

よ
り
、工
事
開
始
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
に
な
る

見
込
み
で
す
。東
口
と
踏
切
の
拡
幅
で
、駅
周

辺
環
境
は
大
幅
に
改
善
さ
れ
る
見
通
し
で
す
。

工
事
中
、
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

最
後
に
こ
れ
ら
工
事
の
実
現
に
は
、
多
く

の
方
々
か
ら
の
大
き
な
お
力
添
え
が
あ
り
ま

し
た
。こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
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