
定
打
に
欠
け
る
、と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

通
説
で
は
、広
常
の
居
城
は
玉
前
荘（
現
在

の
一
宮
町
、長
生
村
、白
子
町
お
よ
び
茂
原

市
、睦
沢
町
、長
南
町
、い
す
み
市
の
一
部
）

に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、①

玉
前
荘
が
上

じ
ょ
う

西さ
い

門も
ん

院い
ん（

統
子
内
親
王
）領
で

あ
っ
た
こ
と（
＝
朝
廷
と
の
つ
な
が
り
）、

②
上
総
国
一
之
宮
で
あ
る
玉
前
神
社
の
神

威
的
背
景
、③「
千
葉
大
系
図
」と
い
う
史

料
に
は
広
常
の
祖
父
に
あ
た
る「
常
家
」（
※

系
図
に
よ
り
名
前
が
異
な
る
）が「
上
総
国

長
柄
郡
一
宮
柳
澤
城
」を
居
城
と
し
た
と

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、が
そ
の
理
由
で
す
。

　
こ
れ
だ
け
多
く
の
場
所
に
広
常
伝
承
が

残
っ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
か
ら
、こ
の
東

上
総
地
域
に
と
っ
て
広
常
が
ど
ん
な
存
在

だ
っ
た
の
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。「
史
実
」と
は
異
な
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
大
切
に
、
後
世
に
語
り
継

ぎ
た
い
も
の
で
す
。（

学
芸
員　
江
澤
一
樹
）

【
問
合
せ
】教
育
課

☎（
42
）１
４
１
６

前
回
ま
で
、
東
上
総
に
お
け
る
広
常
の

居
城
跡
の
伝
承
が
あ
る
有
力
な
場
所
を
紹

介
し
て
き
ま
し
た
が
、
実
は
ほ
か
に
も
候

補
と
さ
れ
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は

そ
れ
ら
を
紹
介
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

・
市
原
市
能の

う

満ま
ん

地
区

　
国
府
の
周
辺
に
広
常
の
居
城
が
あ
っ

た
の
で
は
、と
い
う
考
察
か
ら
、『
千
葉

県
の
歴
史（
県
史
）』で
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
伝
承
・
遺
構
と
も
に

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

・
城じ

ょ
う

坂ざ
か

城じ
ょ
う（

新
山
城
、東
金
市
）

　

広
常
が
築
い
た
城
と
伝
わ
り
ま
す

が
、遺
構
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

・
上か

ず

総さ

介の
す
け

古こ

城じ
ょ
う

址し

（
い
す
み
市
大
原
）

瀧り
ゅ
う

泉せ
ん

寺じ

近
く
の
田
の
中
。『
日
本
博
覧

図
』所
収
の
瀧
泉
寺
の
絵
図
内
に
記
載

さ
れ
、江
戸
時
代
の
地
誌『
房
総
志
料
』

に
は
旧
雑ぞ

う

色し
き

村む
ら

に
広
常
屋
敷
伝
承
地
が

あ
る
と
記
載
が
あ
り
、そ
れ
が
こ
の
場

所
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
ま
で
４
回
に
わ
た
り
、
広
常
の
居

城
跡
伝
承
を
追
っ
て
き
ま
し
た
。
有
力
な

候
補
が
あ
る
も
の
の
、い
ず
れ
も
ま
だ
決

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は
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先
日
、
レ
イ
・
ラ
イ
ン
に
関
す
る
企
画
に

つ
い
て
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
企
画

を
立
て
て
い
る
方
は
、
富
士
宮
市
の
浅
間
神

社
で
、
富
士
山
の
絵
画
と
詩
歌
を
組
み
合
わ

せ
た
作
品
展
を
催
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
今

後
、
富
士
山
と
玉
前
神
社
が
レ
イ
・
ラ
イ
ン

で
つ
な
が
る
縁
を
ふ
ま
え
て
、
玉
前
神
社
と

も
協
力
関
係
を
結
ん
で
、
富
士
山
―
玉
前
の

合
同
の
企
画
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
、
と
の
お

話
で
し
た
。

わ
た
く
し
は
、
た
い
へ
ん
面
白
い
お
話
だ

と
感
じ
ま
し
た
。レ
イ
・
ラ
イ
ン
の
こ
と
は
、

最
近
玉
前
神
社
か
ら
も
様
々
な
発
信
が
あ
る

の
で
、
大
分
知
ら
れ
て
き
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
の
ラ
イ
ン
に
連
な
る
地
点
が
一
緒

に
な
に
か
を
す
る
、
と
い
う
の
は
聞
い
た
こ

と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
も
そ
も
、
レ
イ
・
ラ
イ
ン
と
は
な
ん
で

し
ょ
う
か
。
古
代
遺
跡
な
ど
が
、
よ
く
見
る

と
一
直
線
上
に
並
ぶ
現
象
が
あ
る
こ
と
を

呼
ぶ
英
語
の
単
語
だ
そ
う
で
す
。
今
回
の
企

画
に
関
わ
る
レ
イ
・
ラ
イ
ン
は
、
春
分
・
秋

分
の
日
の
日
の
出
時
に
、
玉
前
さ
ま
を
東
端

に
、寒
川
神
社
、富
士
山
、七
面
山
、竹
生
島
、

大
山
、
そ
し
て
西
端
に
出
雲
大
社
が
、
東
西

に
一
直
線
上
に
並
ぶ
ラ
イ
ン
の
こ
と
で
す
。

確
か
に
、
昔
の
人
が
春
分
秋
分
に
太
陽
が

出
て
く
る
方
角
に
意
味
を
見
出
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
祈
り
の
場
を
設
け
た
と
い
う
の
は
、

理
解
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ

の
ラ
イ
ン
上
の
各
ポ
イ
ン
ト
が
、
お
互
い
を

意
識
し
て
い
た
か
否
か
は
は
っ
き
り
し
ま
せ

ん
。
ま
し
て
、
互
い
に
離
れ
て
い
な
が
ら
、

各
ポ
イ
ン
ト
が
協
力
し
て
何
か
を
す
る
と
い

う
の
は
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
今
回
の
お
話
は
、
新
し
い
一

宮
町
の
盛
り
上
げ
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な

い
、と
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

町
の
職
員
諸
君
の
話
で
は
、
レ
イ
・
ラ
イ

ン
に
つ
い
て
話
題
提
起
を
さ
れ
て
い
た
一

宮
町
の
先
達
に
、
元
町
会
議
員
の
秦
聖
佑
氏

が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
古
い
議
事

録
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
１
９
８
８
年
の
議
会

で
、
秦
氏
が
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
一
般

質
問
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
ま
し

た
。秦
氏
は
、叙
勲
の
栄
に
浴
さ
れ
た
上
で
、

残
念
な
が
ら
先
般
ご
逝
去
に
な
ら
れ
ま
し
た

が
、
30
年
以
上
の
時
を
経
て
再
び
こ
の
話
題

が
盛
り
上
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
驚
嘆
の
念

を
起
こ
さ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
新
た
な
一
宮

町
盛
り
上
げ
の
柱
の
一
つ
に
な
る
こ
と
に
期

待
い
た
し
ま
す
。
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　「
上か

ず

総さ

広ひ
ろ

常つ
ね

の
実
像
を
探
る
（
22
）」


