
と
推
測
さ
れ
、
現
在
の
推
定
地
で
は
あ
ま

り
に
も
狭
す
ぎ
ま
す
。（
ち
な
み
に
、こ
の

数
十
の
建
物
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
か

ら
、
上
総
千
葉
氏
の
代
の
み
で
城
下
が
発

展
し
た
と
は
考
え
づ
ら
く
、
そ
れ
以
前
広

常
が
居
城
と
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ

だ
け
の
建
物
が
建
ち
並
ん
で
い
た
の
で

は
、と
い
う
推
測
も
で
き
ま
す
）

つ
ま
り
、
広
常
の
居
城
は
大
柳
館
で
あ

ろ
う
が
、
現
在
同
館
跡
と
推
定
さ
れ
て
い

る
場
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が

現
在
の
説
で
す
。

で
は
、
大
柳
館
は
ど
こ
だ
っ
た
の
か
。

実
は
発
掘
調
査
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

明
確
な
場
所
は
特
定
で
き
ま
せ
ん
。
候
補

と
し
て
は
現
在
の
大
柳
館
跡
の
推
定
地
の

麓
、川
に
面
し
た
低
地
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
後
の
調
査
研
究
の
進
展
に
期
待
で
す
。

（
学
芸
員　
江
澤
一
樹
）

【
問
合
せ
】教
育
課

☎（
42
）１
４
１
６

東
上
総
に
お
け
る
広
常
の
居
城
跡
と
伝

わ
る
場
所
、
三
か
所
目
は
睦
沢
町
の
大お

お

柳や
ぎ
の

館た
ち

跡
で
す
。

大
柳
館
跡
は
、
上
総
千
葉
氏
が
本
拠
と

し
た
館
で
、
宝
治
元
年（
１
２
４
７
）の

宝
治
合
戦
で
上
総
千
葉
氏
が
滅
亡
し
た

際
、
当
主
の
秀
胤
を
始
め
一
族
が
同
館
に

立
て
こ
も
り
、
火
を
放
っ
て
自
害
し
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
柳
館
跡
に
は
特
に
広
常
に
ま
つ
わ
る

伝
承
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
広
常
の
遺

領
を
継
い
だ
上
総
千
葉
氏
の
本
拠
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
元
々
は
広
常
の
居
城
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
近
く
に「
大お

お

谷や

木ぎ

」と
い
う「
大
柳
」

と
音
が
一
致
す
る
大
字
が
残
っ
て
い
る
こ

と
、
玉
前
神
社
の
所
在
す
る
玉
前
荘
の
範

囲
内
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
現
在
で
は
広

常
の
居
城
跡
の
最
有
力
候
補
地
で
す
。

た
だ
、
現
在
大
柳
館
跡
と
さ
れ
る
台
地

上
が
同
館
の
推
定
地
と
し
て
正
し
い
の

か
、
と
い
う
と
疑
問
が
残
り
ま
す
。
と
い

う
の
も
、『
吾
妻
鏡
』に
よ
れ
ば
大
柳
館
の

炎
上
の
際
、「
数
十
宇
舎
屋
、
同
時
放
火
」

し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
数

十
の
建
物
が
大
柳
館
に
付
随
し
て
い
た
、

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は
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▲現在の大柳館跡（推定地）
　　　（睦沢町北山田 3）

本
年
は
、
千
葉
県
が
成
立
し
て
か
ら
、

百
五
十
周
年
だ
そ
う
で
す
。
わ
が
町
で
、
千

葉
県
政
と
の
関
わ
り
が
深
い
方
と
い
う
と
、

県
知
事
を
勤
め
ら
れ
た
加
納
久
朗
氏
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
久
朗
氏
は
、
一
宮
町
長

に
も
な
ら
れ
た
最
後
の
上
総
一
宮
藩
主
、
加

納
久
宜
公
の
ご
子
息
で
す
。
昨
年
末
、
公
民

館
で
久
朗
氏
に
つ
い
て
の
展
示
を
行
っ
て

い
た
の
で
、
ご
覧
に
な
ら
れ
た
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
と
存
じ
ま
す
。

久
朗
氏
は
、
学
習
院
を
卒
業
さ
れ
た
の
ち

東
京
帝
大
に
進
み
、
在
学
中
に
父
上
の
一
宮

で
の
活
動
展
開
に
伴
い
、
一
宮
町
の
初
代
の

青
年
会
長
に
就
任
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
後

横
浜
正
金
銀
行（
現
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
）に

入
行
さ
れ
、一
九
三
四
年
か
ら
四
二
年
ま
で
、

戦
争
が
近
づ
く
中
、
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
を
勤

め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
駐
英
大
使
で

あ
っ
た
吉
田
茂
氏（
後
の
首
相
）と
親
し
く
付

き
合
い
、
日
本
と
英
米
と
の
戦
争
の
回
避
を

模
索
さ
れ
た
と
伺
い
ま
す
。

戦
後
、
一
九
五
五
年
に
初
代
の
日
本
住
宅

公
団
総
裁
と
な
っ
て
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ

ン
な
ど
を
具
え
た
当
時
で
は
き
わ
め
て
斬
新

な「
団
地
」の
建
設
を
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
一
九
六
二
年
、
七
六
歳
で
千
葉
県
知

事
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。
就
任
後
、
エ
ネ
ル

ギ
ッ
シ
ュ
に
公
務
に
奔
走
さ
れ
、
土
曜
閉
庁

な
ど
、画
期
的
な
試
み
を
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

急
病
を
得
て
、
残
念
な
が
ら
在
任
わ
ず
か

百
十
一
日
で
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

久
朗
氏
は
、
英
独
仏
三
か
国
語
を
あ
や
つ

る
欧
米
通
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
彼
の
頭
の

上
だ
け
は
、
い
つ
で
も
ポ
ッ
カ
リ
青
空
が
の

ぞ
い
て
い
た
」と
い
わ
れ
る
、
時
代
を
先
取

り
で
き
る
自
由
人
で
い
ら
し
た
そ
う
で
す
。

現
在
の
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
の
原
型
と
も
い
わ
れ

る
東
京
湾
横
断
橋
や
、
湾
内
を
埋
め
立
て
た

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
プ
ラ
ン
な
ど
、
た
い
へ

ん
大
胆
な
首
都
圏
改
造
構
想
を
抱
い
て
お
ら

れ
た
こ
と
も
有
名
で
す
。
も
し
健
康
で
任
期

を
全
う
さ
れ
た
ら
、
ど
ん
な
に
か
千
葉
県
の

歴
史
が
変
わ
っ
て
い
た
か
、
と
早
い
ご
逝
去

が
大
変
悔
や
ま
れ
ま
す
。

実
は
、
加
納
久
朗
知
事
の
別
邸
は
一
宮
町

追
手
に
現
存
し
て
い
ま
す
。
オ
ー
ナ
ー
の
方

は
、
史
跡
と
し
て
大
変
重
要
だ
と
考
え
て
お

い
で
な
の
で
、
今
後
最
も
良
い
保
存
方
法
が

策
定
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

久
宜
公
と
同
様
に
、
久
朗
氏
も
大
変
魅
力

的
な
方
で
す
。私
た
ち
は
一
宮
町
民
と
し
て
、

久
朗
氏
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
が
沢
山
あ
る
と

思
い
ま
す
。
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　「
上か

ず

総さ

広ひ
ろ

常つ
ね

の
実
像
を
探
る
（
21
）」


