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5 Ichinomiya

▲ 一宮庄の範囲（『中世の一宮』一宮町
教育委員会、2004年）より

茂原市

４
年
（
１
１
５
９
）
に
院
号
宣
下
、
永
暦

元
年
（
１
１
６
０
）
に
出
家
し
、
文
治
元

年
（
１
１
８
９
）
に
64
歳
で
崩
御
し
ま
し
た
。

一
部
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
幼
少
時
か
ら
並
ぶ

者
の
な
い
美
貌
の
女
性
だ
っ
た
と
い
い
ま

す
。

　
こ
の
古
文
書
か
ら
、玉
前
（
崎
）
庄
は
元
々

上
西
門
院
の
所
領
で
あ
り
、
そ
れ
が
宣
陽
門

院
に
譲
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
上
西
門
院
に
し
て
も
宣
陽
門
院
に
し
て
も

彼
女
た
ち
が
一
宮
に
来
た
可
能
性
は
限
り
な

く
ゼ
ロ
に
近
い
で
し
ょ
う
。
あ
く
ま
で
も
皇

族
の
庄
園
（
私
有
地
）
と
い
う
面
が
大
き
い

と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
古

文
書
に
記
録
が
あ
る
こ
と
で
、
私
達
は
郷
土

の
歴
史
の
古
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。

　
か
つ
て
一
宮
地
域
に
は
、
中
世
に
か
け
て

玉
前
神
社
を
中
心
と
し
て「
一
宮（
玉
前・崎
）

庄
」
と
呼
ば
れ
る
庄
園
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
一
宮
庄
の
範
囲
は
資
料
か
ら
読
み
解
く
と

現
在
の
一
宮
町
全
体
か
ら
西
は
睦
沢
町
の
旧

土
睦
村
地
域
、南
は
い
す
み
市
の
椎
木
地
域
、

北
は
長
生
村
・
白
子
町
の
大
部
分
に
広
が
り
、

一
部
茂
原
市
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
よ
う
で

す
。

　
で
は
、
一
宮
庄
の
名
前
が
見
ら
れ
る
の
は

い
つ
ご
ろ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
と
こ

ろ
、
平
安
時
代
末
頃
の
資
料
で
あ
る
「
宣せ

ん

陽よ
う

門も
ん

院い
ん

覲き
ん
し子
内
親
王
所
領
目
録
」（「
島
田
文
書
」

所
収
）
と
い
う
古
文
書
に
そ
の
記
載
が
見
ら

れ
る
の
が
初
見
の
よ
う
で
す
。
こ
の
古
文
書

に
は
「
上
西
門
院
」
と
い
う
人
物
か
ら
宣
陽

門
院
に
新
た
に
与
え
ら
れ
た
所
領
と
し
て
、

「
上
総
国
玉
崎
庄
」
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。

　
上じ

ょ
う
さ
い
も
ん
い
ん

西
門
院
と
は
誰
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は

院
号
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
統と

う
し子
内

親
王
の
こ
と
を
指
し
ま
す
（
上
西
門
院
の

名
称
の
方
が
著
名
な
の
で
、
こ
こ
で
は
こ

の
名
称
を
使
い
ま
す
）。
上
西
門
院
は
平
安

時
代
の
皇
族
で
、
鳥
羽
天
皇
（
１
１
０
３

〜
５
６
）
の
第
２
皇
女
で
す
。
大
治
元
年

（
１
１
２
６
）
に
内
親
王
宣
下
さ
れ
、
保
元

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

創
生
の
資
金
を
活
用
し
て
、
観
光
案
内
所
や

農
産
物
直
売
所
・
飲
食
店
が
入
る
施
設
を
つ

く
っ
た
も
の
で
す
。
観
光
案
内
所
は
、
自
転

車
の
貸
し
出
し
を
中
心
に
好
調
で
、
大
勢
の

来
訪
者
を
お
迎
え
し
て
い
ま
す
。
直
売
所
の

売
り
上
げ
も
増
加
し
、
施
設
は
黒
字
を
計
上

し
て
い
ま
す
。
観
光
で
町
の
産
業
を
活
気
づ

け
て
ゆ
く
と
い
う
、
今
後
の
戦
略
の
基
礎
を

築
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

四
つ
目
に
は
、
長
生
農
業
独
立
支
援
セ
ン

タ
ー
の
設
立
で
す
。
農
業
は
一
宮
町
の
基
幹

産
業
で
す
が
、
ご
多
分
に
も
れ
ず
、
高
齢
化

と
後
継
者
不
足
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
一

方
で
、
町
に
は
新
規
就
農
の
希
望
が
寄
せ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
声
に
お
応
え
す

る
た
め
、
Ｊ
Ａ
長
生
、
白
子
町
、
長
生
村
と

組
ん
で
設
立
し
ま
し
た
。
徐
々
に
成
果
を
挙

げ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
一
宮
町
の
農
業
が
再
度

輝
き
を
取
り
戻
し
て
く
れ
る
こ
と
を
、
強
く

願
っ
て
い
ま
す
。

他
に
も
、
保
育
園
の
増
築
や
お
買
い
物
観

光
循
環
バ
ス
の
運
行
、
英
語
教
育
の
増
強
や

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
準
備
作
業
な
ど
、
多
く
の

こ
と
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
初
め
て
の

任
期
と
し
て
は
、
ま
ず
ま
ず
の
成
績
を
挙
げ

ら
れ
た
と
存
じ
ま
す
。
皆
様
の
ご
理
解
・
ご

協
力
に
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

町
長
就
任
か
ら
、
早
く
も
任
期
の
4
年
が

経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
行
っ

て
き
た
こ
と
の
い
く
つ
か
を
振
り
返
っ
て
、

ご
報
告
差
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
上
総
一
ノ
宮
駅
東
口
の
開
設
を
実

現
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
到

来
決
定
に
よ
り
、
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た

も
の
で
す
。
千
葉
県
に
建
設
費
の
半
額
を
援

助
し
て
頂
く
こ
と
で
、
町
の
負
担
を
軽
く
し

て
、
建
設
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
6
月

に
完
成
し
ま
す
。
外
房
線
よ
り
東
側
に
お
住

ま
い
の
方
々
中
心
に
、
駅
の
利
便
性
を
大
き

く
増
す
も
の
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一
宮
町

へ
の
移
住
の
誘
因
で
も
あ
る
外
房
線
と
上
総

一
ノ
宮
駅
の
機
能
を
増
強
す
る
も
の
と
し

て
、
町
の
発
展
に
、
長
く
寄
与
す
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。

二
つ
目
に
は
、
小
中
学
校
の
全
教
室
に
、

ク
ー
ラ
ー
を
設
置
い
た
し
ま
し
た
。
平
成
29

年
に
、
町
の
独
自
な
判
断
で
小
中
学
校
の
主

要
部
分
に
設
置
し
ま
し
た
。
平
成
30
年
の
夏

の
記
録
的
猛
暑
に
も
、
生
徒
さ
ん
方
は
、
涼

し
い
環
境
で
過
ご
し
て
頂
け
ま
し
た
。
快
適

な
環
境
で
勉
学
に
励
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に

な
り
、
成
績
ア
ッ
プ
を
期
待
し
た
い
と
こ
ろ

で
す
。

三
つ
目
に
は
、
駅
前
に
、
観
光
拠
点
施
設

を
開
設
い
た
し
ま
し
た
。
町
有
地
に
、
地
方 No.46
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馬淵 昌也
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　「
一
宮
町
ゆ
か
り
の
人
々
⑲
」

統と
う
し子
内
親
王
（
１
１
２
６
〜
８
９
）

白子町
長生村
一宮町長南町

睦沢町

（
教
育
委
員
会
　
江
澤
一
樹
）


