
千
葉
胤
富
・
邦
胤
の
花
押
と
印
判
に
関
す
る
一
考
察

滝

川

恒

昭

は
じ
め
に

戦
国
期
の
千
葉
氏
に
あ
っ
て
「
掉
尾
の
勇
を
振
る
っ
た
」
と
評
価
さ
（
１
）

れ
る

千
葉
胤
富
、
そ
し
て
そ
の
子
邦
胤
の
時
期
の
政
治
権
力
や
社
会
構
造
に
つ
い

て
は
、
小
笠
原
長
和
氏
の
先
駆
的
な
研
究
以
来
、
近
年
の
外
山
信
司
・
黒
田

基
樹
氏
等
に
よ
る
戦
国
期
千
葉
氏
研
究
の
（
２
）

深
化
に
と
も
な
っ
て
そ
の
実
態
が

次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

た
だ
残
さ
れ
た
課
題
も
な
お
多
い
。
例
え
ば
花
押
や
印
判
は
、
使
用
者
の

政
治
意
識
・
志
向
を
表
象
的
に
示
す
だ
け
に
、
そ
の
検
討
こ
そ
使
用
者
の
権

力
構
造
の
根
源
を
理
解
す
る
最
も
基
礎
的
な
作
業
で
あ
る
が
、
胤
富
・
邦
胤

の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
よ
う
や
く
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
も
の
の
、
仔
細
に
み
れ
ば
ま
だ
問
題
と
す
べ
き
点
は
（
３
）

多
い
。
小
稿
で
あ
え

て
取
り
組
も
う
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
問
題
を
本
格
的
に
紐
解
く
に
は
、
関
係
史
料
の
少
な
さ

と
い
う
壁
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
、
千
葉
氏
に
関
す
る
基
礎
的

な
知
識
が
な
い
筆
者
に
は
荷
が
重
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
従
来
の
研
究

史
を
確
認
し
な
が
ら
、
胤
富
や
邦
胤
の
使
用
し
た
花
押
や
印
判
に
つ
い
て
、

「
原
文
書
」
を
検
討
す
る
な
か
で
気
づ
い
た
こ
と
が
ら
を
整
理
し
、
次
な
る

研
究
の
た
た
き
台
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

花
押
を
め
ぐ
る
諸
問
題

１

胤
富
の
花
押

千
葉
胤
富
は
千
葉
昌
胤
の
三
男
で
、
早
く
に
海
上
氏
、
そ
れ
も
そ
の
支
流

で
あ
る
森
山
海
上
氏
の
家
督
を
継
い
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
天
文
十
六
年
（
一

五
四
七
）
七
月
、
宗
家
を
継
い
だ
兄
利
胤
が
早
死
し
、
さ
ら
に
そ
の
跡
を
継

い
だ
弟
親
胤
も
そ
の
驕
慢
な
性
格
ゆ
え
に
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
八
月
七

日
家
臣
に
殺
害
さ
れ
た
後
、
衆
に
推
さ
れ
る
形
で
千
葉
宗
家
を
継
い
だ
人
物

と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
背
景
に
、
千
葉
氏
内
部
で
当
主
が
殺
さ
れ

る
に
至
る
ほ
ど
の
す
さ
ま
じ
い
権
力
闘
争
が
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
推
察
で

（
４
）

き
る
が
、
こ
れ
以
後
の
千
葉
氏
内
部
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
火
種
は
当
然

論

文
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燻
り
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
胤
富
は
政
治
的
に
き

わ
め
て
不
安
定
な
な
か
で
千
葉
家
当
主
と
し
て
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
外
部
か
ら
入
部
し
た
こ
と
か
ら
当
初
そ
の
権
力
基
盤
も
さ
ほ
ど
強
固

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

従
来
胤
富
の
使
用
し
た
花
押
と
し
て
良
く
知
ら
れ
る
も
の
は
、
写
真
１
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
初
見
は
、
管
見
の
限
り
永
禄
二
年（
一
五
五
九
）

八
月
十
三
日
付
で
東
大
神
の
神
官
に
宛
て
た
判
物
写
（「
飯
田
家
文
書
」『
千

葉
県
の
歴
史
資
料
編

中
世
３
』
九
四
七
頁
）
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
史
料
は
、

写
し
で
あ
る
上
に
、
い
か
に
も
近
世
的
な
「
御
墨
付
」
と
い
っ
た
文
言
が
み

え
た
り
、
文
書
の
袖
に
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
宛
所
の
書
き
方

が
、
下
総
東
庄
三
十
郷
の
総
鎮
守
た
る
東
大
神＝

東
大
社
の
神
官
に
宛
て
た

も
の
と
し
て
は
あ
ま
り
相
応
し
く
な
い
（
薄
礼
）
と
こ
ろ
か
ら
も
、
疑
問
の

多
い
文
書
と
思
わ
れ
る
。

と
な
れ
ば
、
同
年
十
二
月
十
六
日
付
で
下
総
海
上
郡
野
尻
の
宮
内
氏
に
宛

て
た
判
持
写
（「
宮
内
家
（
５
）

文
書
」『
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編

中
世
５
』
六
二

〇
頁
）
に
み
ら
れ
る
も
の
が
、
現
在
の
と

こ
ろ
胤
富
花
押
の
初
見
と
し
て
い
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
「
宮
内
家
文
書
」

も
写
し
に
は
違
い
な
い
が
、
近
時
、
従
来

の
も
の
よ
り
格
段
に
良
質
な
写
し
が
確
認

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
分
に
検
討
対

象
足
り
得
る
史
料
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
（
写

真
２
）。
ま
ず
こ
こ

で
気
づ
く
こ
と
は
、

こ
れ
に
も
花
押
が
文

書
の
袖
に
据
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
た
だ
宮
内
氏

は
、
下
総
野
尻
を
拠

点
に
在
地
の
権
力
海

上
氏
と
深
く
結
び
つ

く
こ
と
で
広
域
的
・

か
つ
多
角
的
に
活
動

し
た
（
６
）

商
人
（
流
通
商

人
）
で
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
そ
の
社
会
的
地
位
に
応
じ
た
文
書
様
式
と
し

て
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
宮
内
氏
に
対
し
て
「
分
国
中
の
町

役
・
殿
役
・
村
役
」
を
免
除
し
た
も
の
で
あ
る
こ
（
７
）

と
は
、
海
上
氏
の
当
主
か

ら
千
葉
宗
家
の
当
主
と
な
っ
た
直
後
の
胤
富
が
、
従
来
の
関
係（
連
々
馳
廻
）

を
ふ
ま
え
た
上
で
発
給
し
た
文
書
と
し
て
、
時
期
的
に
も
内
容
的
に
も
相
応

し
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
胤
富
は
そ
こ
に
据
え
ら
れ
た
花
押
を
、
以

後
も
一
貫
し
て
使
用
し
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

写真２
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（
１
）

花
押
形
の
淵
源
と
意
味
に
つ
い
て

で
は
胤
富
の
花
押
で
あ
る
が
、
横
に
長
く
広
が
っ
た
そ
の
形
は
、
父
昌
胤

や
兄
利
胤
、
さ
ら
に
歴
代
の
千
葉
氏
の
も
の
と
も
ま
っ
た
く
共
通
性
が
な

く
、
ま
た
海
上
氏
あ
た
り
を
み
て
も
類
似
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
淵
源
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
ま
っ
た
く
不
明
で

あ
る
。
当
然
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
不
明
で
あ
る
。
中
央
部
分
は
何
か
の

文
字
を
意
味
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
わ
か
ら
な
い
。

（
２
）

花
押
形
の
変
遷
に
つ
い
て

先
年
刊
行
さ
れ
た『
千
葉
県
史
料
中
世
篇

諸
家
文
書
補
遺

別
冊
花
押
・

印
章
集
』（
こ
の
部
分
の
編
集
・
執
筆
担
当
は
原
田
正
記
氏
）
は
、
こ
の
問

題
に
は
じ
め
て
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
胤
富
（
邦

胤
に
つ
い
て
も
同
様
）
の
花
押
を
徹
底
的
に
集
成
し
、
並
べ
て
み
る
こ
と
で

形
態
の
変
遷
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
し
か
も
判
断
材
料
と
な
る
資
料

が
写
真
版
と
し
て
す
べ
て
提
供
さ
れ
、
利
用
す
る
側
か
ら
も
検
討
が
可
能
に

な
っ
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
無
年
号
文
書
が
多
数
存

在
す
る
胤
富
文
書
の
あ
る
程
度
の
年
次
比
定
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

筆
者
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
左
下
方

に
突
起
し
た
部
分
が
当
初
は
左
斜
め
下
に
向
い
て
伸
び
て
い
た
も
の
が
、
永

禄
末
か
ら
元
亀
年
間
に
至
る
と
そ
れ
が
徐
々
に
反
時
計
回
り
に
右
側
へ
移
動

し
、
垂
直
さ
ら
に
は
右
斜
め
下
に
至
る
よ
う
な
変
化
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し

て
い
た
。

た
だ
、
原
田
氏
の
「
右
の
三
角
の
ふ
く
ら
み
と
横
線
の
は
ね
あ
が
り
の
変

化
」
に
よ
る
編
年
や
、
黒
田
氏
の
「
中
央
上
か
ら
左
下
部
に
伸
び
る
線
が
一

本
か
ら
、
左
右
中
央
線
を
境
に
若
干
屈
折
し
さ
ら
に
そ
れ
が
ほ
ぼ
垂
直
に
伸

び
る
と
い
う
変
化
か
ら
花
押
の
変
遷
を
三
期
に
分
類
す
る
」
と
い
う
説
に
つ

い
て
は
、
近
時
発
見
さ
れ
た
「
井
田
文
書
」
の
原
本
を
そ
の
検
討
材
料
に
加

え
（
８
）

て
も
、
果
た
し
て
そ
こ
に
法
則
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
も
の
が
あ
る
の
か

非
常
に
微
妙
な
だ
け
に
現
時
点
で
は
判
断
し
か
ね
る
。

（
３
）

そ
の
他

従
来
胤
富
の
花
押
と
し
て
知
ら
れ
る
基
本
型
は
先
に
見
た
よ
う
な
も
の
の

み
で
あ
る
。
た
だ
信
頼
度
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
が
、
胤
富
花
押
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
形
態
の
も
の
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
。
す
な
わ
ち
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
花
押
薮
』
は
、

水
戸
藩
で
『
大
日
本
史
』
の
編
纂
に
も
関
わ
っ
た
学
者
丸
山
可
澄
の
編
に
な

る
一
大
花
押
集
で
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
胤
富
の
花
押
と

し
て
二
種
類
の
花
押
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
写
真
３
）。
こ
の
う

ち
Ａ
は
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
も
の
と
同
型
だ
が
、
Ｂ
は
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く

知
ら
れ
て
い
な
い
形
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
使
用
例
も
確
認
で
き
て
い

な
い
。
出
典
は
二
点
と
も
「
若
狭
一
宮
蔵
」
と
あ
る
。
ま
た
『
花
押
薮
』
に

は
同
じ
く
「
若
狭
一
宮
蔵
」
と
し
て
千
葉
昌
胤
・
利
胤
・
親
胤
の
花
押
も
収

録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
従
来
か
ら
知
ら
れ
る
ま
っ
た
く
矛
盾
の
な
い

も
の
で
あ
る
。
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A

B

問
題
は
注
記
に

み
え
る
「
若
狭
一

宮
」
で
あ
る
が
、

注
記
を
信
ず
る
限

り
こ
れ
は
現
在
福

井
県
小
浜
市
に
あ

る
若
狭
彦
神
社
を

指
す
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
残
念
な

が
ら
、
今
現
在
こ

こ
に
は
下
総
千
葉

氏
に
関
す
る
文

書
、
も
し
く
は
こ

の
出
典
に
相
当
す

る
も
の
は
残
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
で

（
９
）

あ
る
。
で
は
な
ぜ
江
戸
時
代
こ
こ
に
千
葉
氏
関
係
の
史
料
が
存
在
し
て
い
た

か
を
含
め
、
こ
の
Ｂ
花
押
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

２

邦
胤
の
花
押

邦
胤
は
胤
富
の
嫡
子
で
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
三
月
生
ま
れ
、
元
亀

二
年
（
一
五
七
一
）
十
一
月
に
十
五
歳
で
佐
倉
妙
見
宮
で
元
服
し
（「
千
学

集
（
１０
）

抜
粋
」）、
ま
た
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
以
前
に
は
北
条
氏
政
の
娘
芳
桂

院
殿
と
の
婚
姻
が
な
さ
れ
て
い
た
ら
（
１１
）

し
い
。
そ
し
て
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ

う
に
、
天
正
二
年
十
一
月
に
は
元
服
状
・
同
閏
十
一
月
に
は
官
途
状
を
家
臣

に
宛
て
て
発
給
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
前
に
は
家

督
を
継
承
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
父
胤
富
の
史
料
上
の
所
見
は
元
亀
三
年
頃
か
ら
み
ら
れ
な
く
な
る

の
で
、
そ
の
死
自
体
は
「
千
学
集
抜
粋
」
な
ど
か
ら
天
正
七
年
五
月
と
い
う

こ
と
に
せ
よ
、
胤
富
は
か
な
り
早
い
時
期
邦
胤
に
家
督
を
譲
り
自
身
は
隠
居

し
た
ら
し
い
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
特
に
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
千
葉
氏
内
部
で
は
権
力
闘
争
の
火
種
が
相
変

わ
ら
ず
燻
っ
て
お
り
、
ま
た
領
国
内
の
諸
氏
間
、
ま
た
一
族
内
で
の
紛
争
も

絶
え
ず
起
こ
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
み
（
１２
）

れ
ば
、
小
田
原
北
条
氏
と
の
婚
姻

を
と
げ
（
い
わ
ば
後
ろ
盾
を
強
固
に
し
）、
さ
ら
に
各
種
手
続
き
（
元
服
そ

の
他
）
を
ふ
ま
え
て
千
葉
家
正
嫡
と
し
て
認
知
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
た
邦
胤

に
家
督
を
継
承
さ
せ
る
方
が
、
領
国
の
安
定
の
た
め
に
も
得
策
と
胤
富
は
考

え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
の
邦
胤
も
、
天
正
十
三
年
五
月
家
臣
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
と

い
う
運
命
を
辿
っ
た
。
殺
害
事
件
そ
の
も
の
は
、
家
臣
の
あ
る
非
礼
が
発
端

と
な
っ
た
単
純
な
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
も
、
千
葉

氏
内
部
で
相
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
た
激
し
い
権
力
闘
争
（
こ
の
場
合
は
小
田

原
北
条
氏
の
介
入
も
十
分
考
え
ら
れ
る
）
の
一
端
だ
っ
た
、
と
考
え
て
ま
ず

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

写真３
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さ
て
そ
の
邦
胤
の
花
押
だ
が
、「
原
文
書
」
の
な
か
に
、
元
服
し
て
か
ら

ち
ょ
う
ど
一
年
後
に
あ
た
る
元
亀
三
年
十
一
月
の
官
途
状
の
断
簡
と
さ
れ
る

年
季
・
花
押
の
み
の
史
料
が
存
在
す
る
（「
原
文
書
」『
千
葉
県
史
料
中
世
篇

諸
家
文
書
補
遺
』
十
五
号
）。
こ
れ
自
体
は
写
し
の
可
能
性
の
高
い
も
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
据
え
ら
れ
た
花
押
は
、
形
態
の
変
遷
な
ど
の
観
点
か
ら
み

て
大
き
な
矛
盾
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
年
季
を
二
行
に
割
っ
て
日
付

を
書
く
と
い
う
こ
の
書
式
は
、
千
葉
氏
が
元
服
状
や
官
途
状
な
ど
の
儀
礼
の

際
に
用
い
て
い
る
も
の
と
も
一
致
（
１３
）

す
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
が
も
し
真
正
な
文
書
の
一
端
を
伝
え
る
史
料
と
す
れ

ば
、
年
季
の
あ
る
胤
富
文
書
の
終
見
が
元
亀
三
年
九
月
二
十
日
付
官
途
状

（「
宍
倉
文
書
」『
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編
中
世
３
』
八
三
一
頁
）
で
あ
り
、

一
方
邦
胤
は
す
で
に
同
年
十
一
月
時
点
で
官
途
状
（
元
服
状
）
を
発
給
す
る

よ
う
な
位
置＝

家
督
に
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
先
の
推
測
以
上
に
限
定

さ
れ
た
こ
の
間
に
（
つ
ま
り
元
服
し
て
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
の
元
亀
三
年
九
月

末
か
ら
十
一
月
の
間
）、
胤
富
か
ら
邦
胤
へ
の
家
督
交
代
が
あ
っ
た
可
能
性

も
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
の
か
ら
み
で
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が「
千
学
集
抜
粋
」

の
次
の
記
事
で
あ
る
。

邦
胤
御
元
服
の
時
、
胤
富
・
邦
胤
御
父
子
、
御
連
判
を
も
て
不
入
の
御

判
を
納
め
ら
る
。
実
に
元
亀
二
年
辛
未
十
一
月
也
、

つ
ま
り
邦
胤
の
元
服
の
際
に
、
胤
富
・
邦
胤
父
子
が
連
判
（
連
署
）
で
千

葉
妙
見
宮
の
要
求
に
対
し
て
「
不
入
」
を
認
め
る
文
書
を
出
し
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
ま
も
な
く
邦
胤
が
家
督
を
継
ぐ
べ
き
人

物
ゆ
え
の
神
社
側
か
ら
の
要
求
で
あ
り
、
一
方
千
葉
氏
側
か
ら
み
れ
ば
権
限

委
譲
が
ま
じ
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
内
外
に
披
露
す
る
行
為
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
１
）

花
押
の
淵
源
と
意
味
に
つ
い
て

周
知
の
ご
と
く
邦
胤
の
花
押
は
基
本
型
が
二
種
類
（
便
宜
上
�
型
・
�
型

と
す
る
）
存
在
し
、
そ
れ
は
写
真
４
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
�
型

か
ら
�
型
へ
の
大
き
な
変
化
の
時
期
は
天
正
七
年
一
月
か
ら
八
年
一
月
の
間

で
あ
り
、
こ
の
間
に

邦
胤
周
辺
で
は
父
胤

富
の
死
去
と
い
う
出

来
事
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
す
で
に
市
村

氏
の
指
摘
に
も
あ
る

よ
う
に
、
花
押
改
変

の
背
景
に
父
の
死
が

あ
っ
た
こ
と
は
容
易

に
察
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
と
な
れ

ば
、
次
の
問
題
は
そ

写真４ 邦胤花押
�型�型
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れ
ぞ
れ
の
花
押
の
淵
源
と
そ
こ
に
籠
め
ら
れ
た
意
味
で
あ
る
。

こ
の
点
黒
田
氏
は
、
邦
胤
�
型
の
花
押
の
淵
源
を
岳
父
北
条
氏
政
に
求
め

て
い
る
。
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
北
条
氏
政
も
二
種
類
の
花
押
（
便
宜

上
前
期
・
後
期
と
す
る
）
使
用
し
て
お
り
、
そ
の
前
期
に
用
い
た
花
押
が
そ

の
対
象
と
な
る
。
確
か
に
邦
胤
�
型
の
最
終
期
あ
た
り
の
花
押
を
み
る
と
、

氏
政
の
前
期
花
押
と
の
類
似
性
を
強
く
感
ず
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
可
能
性
は

あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
時
期
大
枠
で
は
千
葉
氏
の
配
下
に
あ
っ
た
高
城
・
国
分

な
ど
の
諸
氏
も
類
似
し
た
花
押
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
視
点
か
ら

説
明
も
で
き
よ
う
。

た
だ
邦
胤
の
花
押
が
一
変
し
て
�
型
に
移
行
し
た
天
正
七
年
か
ら
翌
八
年

一
月
と
い
う
時
期
、
邦
胤
が
影
響
を
受
け
た
す
る
氏
政
は
依
然
前
期
花
押
を

使
用
し
て
お
り
、
氏
政
が
そ
の
花
押
を
大
き
く
変
え
た
の
は
天
正
十
年
前
後

ら
（
１４
）

し
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
も
し
邦
胤
の
花
押
が
権
威
（
岳
父
北
条
氏
政
）
の

模
倣
・
影
響
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
象
が
変
化
し
て
い
な
い
な
か
で
の
改
変

は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
こ
の
改
変
を
、

邦
胤
の
政
治
姿
勢
の
大
き
な
転
換
と
み
れ
ば
随
分
状
況
は
違
っ
て
く
る
。
ち

な
み
に
邦
胤
の
夫
人
に
し
て
氏
政
の
娘
芳
桂
院
殿
の
死
は
天
正
八
年
の
五
月

一
日
と
（
１５
）

い
う
。

�
型
の
花
押
は
、
�
型
と
随
分
異
な
っ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
籠

め
ら
れ
た
意
味
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
�
型
の
花
押
と
大
き
く
形
態
が
変

わ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
状
況
か
ら
の
脱
皮
あ
る
い
は
政
治
姿
勢
の
変
化

の
意
が
籠
め
ら
れ
た
も
の
と
み
て
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
第
二
章
で
述
べ

る
が
、
印
判
も
そ
れ
ま
で
の
も
の
よ

り
さ
ら
に
荘
厳
な
も
の
が
出
現
す
る

の
が
こ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
論
点
は
変
わ
る
が
、
邦
胤
の

こ
の
�
型
に
良
く
似
た
花
押
を
、
千

葉
氏
有
力
庶
家
で
小
見
川
領
主
だ
っ

た
粟
飯
原
保
宗
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
（
写
真
５
）。
こ
れ
は
保
宗
が
主
家
で
あ
る
邦
胤
の
花
押
を
模
倣
し
た
も

の
に
違
い
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
丹
念
に
見
て
い
け
ば
他

に
も
多
数
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。千
葉
氏
当
主
邦
胤
と
領
国
内

に
お
け
る
諸
氏
と
の
関
係
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
邦
胤
か
ら
の
偏

諱
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
人
々
を
何
人
も
確
認
で
き
る
こ
と
で
（
１６
）

あ
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
戦
国
期
に
広
く
一
般
に
み
ら
れ
る
現
象
だ
が
、
千

葉
氏
に
お
い
て
は
家
臣
へ
は
「
胤
」
の
一
字
を
与
え
る
こ
と
が
通
（
１７
）

例
で
、
現

に
戦
国
末
期
の
下
総
国
内
外
で
「
胤
」
の
一
字
を
冠
し
た
人
物
を
極
め
て
多

く
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
な
か
で
あ
え
て
「
邦
」

の
字
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
邦
胤
と
そ
の
人
物
と
の
間
で
よ
り
個
人
的
関

係
を
構
築
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
現
存
す
る
邦
胤
発

給
文
書
を
み
る
と
、
諸
氏
と
の
結
び
つ
き
や
主
従
制
の
維
持
を
よ
り
強
固
に

す
る
元
服
状
・
官
途
状
な
ど
の
比
率
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

確
証
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
み
る
と
、
邦
胤
期
、
特
に
そ
の
後

写真５ 粟飯原保宗花押
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半
期
に
千
葉
氏
領
国
内
で
、
権
力
構
造
の
再
編
成
が
は
か
ら
れ
た
、
と
い
う

よ
り
邦
胤
が
そ
れ
を
志
向
し
た
、
と
い
う
想
定
が
十
分
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
（
１８
）

う
か

（
２
）

花
押
形
の
変
遷
に
つ
い
て

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
�
型
・
�
型
と
も
に
そ
の
変
遷
の
有
り
様
が
明
確

で
あ
り
、
そ
の
状
況
は
『
千
葉
県
史
料
中
世
篇

諸
家
文
書
補
遺

別
冊
花

押
・
印
章
集
』
に
写
真
版
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲

る
。

小
括

以
上
、
こ
こ
で
は
胤
富
・
邦
胤
父
子
の
花
押
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た

が
、
先
学
が
指
摘
し
た
こ
と
に
新
た
な
知
見
を
加
え
る
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
邦
胤
の
花
押
が
�
型
か
ら
�
型
へ
変
化
し
た
背

景
に
父
胤
富
の
死
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
改
変
の
背
景
に

そ
れ
ま
で
の
政
治
姿
勢
か
ら
の
脱
却
・
飛
躍
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
て
み
た
。
ま
た
、
邦
胤
期
に
千
葉
氏
内
部
で
権
力
構
造
の
再

編
成
が
は
か
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

た
だ
こ
こ
で
痛
感
し
た
こ
と
は
、
千
葉
氏
の
周
辺
に
あ
っ
た
諸
氏
の
花
押

な
ど
の
確
認
が
ほ
と
ん
ど
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ

ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
課
題
を
克
服
す
る
に
は
、
そ
の
よ
う
な
基
礎
的
作
業

を
さ
ら
に
す
す
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

二

印
判
を
め
ぐ
る
諸
問
題

１

鶴
丸
の
印
判
を
め
ぐ
っ
て

戦
国
期
千
葉
氏
の
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
印
判
は
三
種
類
知
ら
れ
る

が
、
そ
れ
ら
の
使
用
さ
れ
た
時
期
は
胤
富
・
邦
胤
の
時
代
に
特
定
さ
れ
る
。

そ
の
う
ち
ほ
ぼ
胤
富
の
活
躍
期
に
重
な
る
も
の
が
円
の
な
か
に
鶴
が
羽
を
上

に
広
げ
た
姿
を
示
す
、
い
わ
ゆ
る
鶴
丸
の
黒
印
（
現
在
確
認
さ
れ
の
は
す
べ

て
黒
印
で
あ
る
。
以
下
「
鶴
丸
印
」）
と
し
て
著
名
な
も
の
で
あ
る
（
写
真

６
）。
現
在
そ
の
使
用
例
は
、
写
し
や
検
討
す
べ
き
も
の
も
加
え
て
七
例
を

数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
そ
の
鶴
だ
が
、
平
安
期
の
初
め
か
ら
延
命
長
寿
の
吉
兆
と
さ
れ
、
家

紋
と
し
て
古
く
か
ら
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
武
家
が
用
い
た
初
期

の
例
と
し
て
は「
蒙
古
襲
来
絵
詞
」に
島
津
氏
の
旗
に
描
か
れ
た
紋
が
あ
り
、

ま
た
『
見
聞
諸
家
紋
』
に
も
鶴
を

家
紋
と
し
た
家
が
数
家
み
え
る
よ

う
に
、
広
く
武
家
社
会
で
採
用
さ

れ
て
い
た
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
戦
国
期

の
印
判
の
形
像
（
け
い
ぞ
う
）
に

用
い
ら
れ
た
例
は
管
見
の
限
り

写真６ 「鶴丸印」
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ま
っ
た
く
無
い
。
さ
ら
に
東
国
の
戦
国
大
名
の
間
で
印
判
の
使
用
が
流
行
し

た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
印
判
に
刻
さ
れ
た
も
の
は
、
Ａ．

文
字
の
み
、
Ｂ．

文
字
＋
形
像
、
Ｃ．

形
像
の
み
、
Ｄ．

ど
ち
ら
と
も
判
断

で
き
な
い
も
の
、
等
々
に
大
別
で
き
る
が
、
Ａ
・
Ｂ
の
例
が
圧
倒
的
に
多

く
、
こ
の
「
鶴
丸
印
」
の
よ
う
な
Ｃ
と
い
う
ケ
ー
ス
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
も
、
こ
の
「
鶴
丸
印
」
は
戦
国
時
代
に
使
用

さ
れ
た
印
判
と
し
て
珍
し
い
部
類
に
入
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
鶴
の
形
像
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
小
笠

原
長
和
氏
の
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
千
学
集
抜
粋
」
に
海
上
氏
の
小
紋

が
「
鶴
の
丸
」
だ
っ
た
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
海
上
氏
か
ら
千

葉
氏
当
主
に
な
っ
た
千
葉
胤
富
が
こ
れ
に
基
づ
い
て
こ
の
印
を
創
出
し
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
新
の
『
千
葉
県
の
歴
史

資
料
編
中
世
３
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
小
笠
原
氏
説
が
「
コ
ラ
ム
」
と
し
て

掲
載
・
強
調
さ
れ
て
い
る
（
外
山
信
司
「
千
葉
氏
の
黒
印
は
海
上
氏
の
紋
章

か
ら
」）。
ま
た
市
村
高
男
氏
は
「
千
葉
氏
の
家
印
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
小
笠
原
氏
以
降
、
鶴
の

形
像
の
由
来
は
、
胤
富
の
い
わ
ば
出
身
母
体
で
あ
る
海
上
氏
に
求
め
る
こ

と
、
し
か
も
印
判
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
胤
富
が
使
用
し
た
千
葉
氏
家
印
で

あ
る
、
と
い
う
理
解
が
定
説
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
１
）

使
用
さ
れ
た
時
期

表
１
は
「
鶴
丸
印
」
使
用
例
の
一
覧
で
あ
る
。
原
本
は
�
と
�
の
二
例
し

か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
他
は

す
べ
て
写
し
の
形
で
確
認

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
う
ち
「
宮
内
家
文
書
」

が
四
点
を
占
め
る
が
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近

時
「
宮
内
家
文
書
」
は
良

質
な
写
し
が
確
認
さ
れ
た

の
で
、
形
式
等
の
分
析
も

十
分
可
能
に
な
っ
て
お

る
、
他
は
す
べ
て
一
点
の

み
で
あ
る
。

�
は
そ
の
初
見
で
あ

り
、
永
禄
四
年
正
月
七

日
、
東
庄
の
総
鎮
守
た
る

東
大
社
に
関
わ
る
東
之
庄

村
々
年
寄
中
に
宛
て
た
も

の
で
比
較
的
良
質
な
写
し

で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注

意
し
た
い
の
は
、
印
が
捺

さ
れ
て
い
る
位
置
が
年
季

の
右
肩
部
分
に
あ
る
こ
と

表１ 「鶴丸印」使用例一覧

出 典

飯田家文書（千３．９４７頁）

宮内家文書（千５．６２０頁）

宮内家文書（千５．６２１頁）

宮内家文書（千５．６２１頁）

宮内家文書（千５．６２１頁）

松本昌之家文書（千３．９７３頁）

原文書（千 諸家補遺１１号）

【出典略号】千 諸家補遺―『千葉県史料中世篇 諸家文書補遺』所収文書番号
千３・５―『千葉県の歴史資料編 中世３・５』所収頁数
※なお所蔵者については本稿に合わせて改めているところがある。

宛 所

東之庄村々年寄中

宮内孫三郎殿

宮内清右衛門尉殿

与三郎かたへ

たか田・のしり商人衆中

石毛助九郎殿

石毛大和入道殿

年 月 日

永禄４．１．７

元亀元．１１．１５

（元亀３）閏１

（天正元）８．６

元亀４．８．１４

戌 ９．１８

２．１６

�

�

�

�

�

�

�
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で
あ
る
。
こ
の
点
、
後
に
検
討
す
る
「
龍
印
」
を
含
め
、
千
葉
氏
関
係
の
印

判
状
で
は
�
を
除
い
て
す
べ
て
年
季
の
真
上
に
捺
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

が
あ
る
。
ま
た
干
支
の
位
置
も
他
例
で
は
す
べ
て
年
季
や
日
付
の
右
肩
、
も

し
く
は
�
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
二
行
に
割
っ
て
い
る
の
が
、
こ
こ
で
は
年
季

の
下
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
そ
の
点
も
異
例
で
あ
る
。
し
か
も
、

「
御
手
宛
」
と
い
っ
た
よ
う
な
い
か
に
も
近
世
的
な
文
言
が
そ
こ
に
み
え
る

こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
時
期
は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
海
上
郡
か
ら
香
取
郡

一
帯
は
里
見
氏
（
正
木
氏
）
に
よ
っ
て
侵
攻
さ
れ
た
直
後
の
戦
乱
下
に
あ
っ

た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
�
は
花
押
の
検
討
の
際
同
家
の
文
書
を
疑
問
と
し

た
こ
と
と
同
様
大
い
に
疑
問
が
残
る
文
書
と
い
え
よ
う
。

�
は
宮
内
氏
に
与
え
た
元
服
状
の
写
し
。
そ
の
文
書
形
式
は
千
葉
氏
、
ま

た
そ
の
一
族
が
発
給
し
た
官
途
状
や
元
服
状
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
あ

り
、
写
し
で
は
あ
る
が
良
質
な
史
料
と
判
断
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
通
常
こ
の

よ
う
な
性
格
の
文
書
は
、
主
従
制
の
維
持
に
と
っ
て
は
最
も
人
格
的
関
係
の

表
明
を
必
要
と
す
る
も
の
だ
け
に
、
花
押
を
据
え
た
も
の
が
一
般
的
で

（
１９
）

あ
る
。
た
だ
こ
の
点
も
先
に
述
べ
た
よ
う
な
宮
内
氏
の
社
会
的
地
位
（
流
通

に
深
く
か
か
わ
っ
た
商
人＝

流
通
商
人
）
に
関
連
し
た
例
外
的
な
事
例
と
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
（
２０
）

ろ
う
。
つ
い
で
�
・
�
も
文
書
様
式
に
つ
い
て
特

に
問
題
は
な
い
が
、
�
は
�
同
様
の
理
由
か
ら
若
干
の
疑
問
が
残
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
�
は
�
と
わ
ず
か
八
日
違
い
で
同
一
宛
所
に
出
さ
れ
た
文
書

な
だ
け
に
、
そ
こ
か
ら
も
疑
問
が
残
る
。

�
は
海
上
八
幡
宮
神
事
費
用
の
徴
収
を
石
毛
氏
に
命
じ
た
も
の
で
、
戌
と

い
う
干
支
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
文
書
の
奥
に
別
筆
で「
天
正
二
季
き
の
え

い
ぬ

九
月
吉
日
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
問
題
は
こ
の
戌
年
を
ど
う
み
る
か
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
本
史
料
を
収
録
し
た
代
表
的
な
史
料
集
で
あ
る
『
旭
市
史
資

料
編
３
』（
一
九
七
五
年
）・『
海
上
町
史
史
料
編
１
』（
一
九
八
五
年
）
は
注

記
に
従
っ
て
天
正
二
年
に
、
一
方
最
新
の
『
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編

中
世

３
』（
二
〇
〇
五
）
で
は
こ
れ
を
一
回
り
前
の
永
禄
五
年
の
戌
年
と
し
て
い

る
。
そ
の
判
断
は
難
し
い
が
、『
千
葉
県
の
歴
史
』
の
よ
う
に
こ
れ
を
永
禄

五
年
と
み
る
積
極
的
な
根
拠
は
今
の
と
こ
ろ
特
に
見
つ
か
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
注
記
に
し
た
が
っ
て
天
正
二
年
と
し
た
方

が
妥
当
と
判
断
し
た
い
。
�
は
唯
一
年
代
を
特
定
す
る
材
料
が
な
い
も
の
だ

が
、「
鶴
丸
印
」
が
使
用
さ
れ
た
印
判
状
の
原
本
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
疑
問
の
あ
る
�
や
無
年
号
の
�
を
除
き
、
さ

ら
に
�
を
天
正
二
年
と
み
る
と
、
こ
の
印
判
は
お
お
よ
そ
元
亀
年
間
か
ら
天

正
初
期
、
と
い
う
極
め
て
限
定
さ
れ
た
期
間
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
第
１
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
胤
富
か
ら
邦
胤
へ
の
代
替
わ

り
が
天
正
二
年
十
一
月
以
前
、
さ
ら
に
元
亀
三
年
九
月
末
か
ら
十
一
月
の
間

の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
胤
富
・
邦
胤
父
子
が
元
亀
二
年
十
一
月
の

邦
胤
元
服
直
後
か
ら
連
署
し
て
い
た
文
書
を
出
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
そ

し
て
従
来
ど
お
り
「
鶴
丸
印
」
を
千
葉
氏
の
家
印
と
み
な
す
な
ら
ば
、
�
・

�
・
�
は
邦
胤
の
発
給
し
た
文
書
で
あ
る
可
能
性
も
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

よ
う
す
る
に
胤
富
か
ら
邦
胤
へ
の
家
印
の
継
承
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
一
方

千葉胤富・邦胤の花押と印判に関する一考察（滝川）
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で
、
こ
れ
を
あ
く
ま
で
胤
富
の
印
判
と
考
え
れ
ば
、
隠
居
し
た
後
も
彼
は
こ

の
印
判
を
使
用
し
て
い
た
、
つ
ま
り
こ
れ
は
胤
富
の
個
人
印
的
性
格
が
強
い

印
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
こ
の
よ
う
に
、「
鶴
丸
印
」＝

千
葉
氏
当
主
で
あ
る
胤
富
が
発
給
し

た
も
の
、
も
し
く
は
千
葉
氏
の
家
印
と
は
、
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
ま
ず
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
２
）

分
布

次
に
「
鶴
丸
印
」
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
使
用
さ
れ
た
の
か
（
権
力
を
行

使
で
き
た
の
か
）、
そ
の
分
布
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
こ
の
点
疑
問
な
も
の

も
含
め
て
わ
ず
か
七
例
で
は
あ
る
が
、
海
上
郡
野
尻
・
高
田
の
流
通
商
人
宮

内
氏
宛
て
に
特
権
を
与
え
た
り
元
服
の
祝
儀
の
文
書
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の

が
四
例
（
�
�
�
�
）、
東
庄
の
東
大
社
に
関
す
る
も
の
（
�
）、
ま
た
海
上

郡
の
総
鎮
守
た
る
海
上
八
幡
宮
に
関
す
る
も
の
（
�
）、
そ
し
て
残
る
�
は

「
原
文
書
」
中
に
み
え
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
も
基
本
的
に
は
海
上
氏
の
拠
点

森
山
城
に
よ
り
領
域
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
地
域
へ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
れ
を
地
図
上
に
落
と
し
た
も
の
が
図
１
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、

こ
れ
ら
は
す
べ
て
海
上
郡
・
香
取
郡
域
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
旧
香
取
海
沿

い
の
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
地
域
に
し
か
所
見
さ
れ
な
い
こ
と
に
気
付
く
。

サ
ン
プ
ル
数
は
少
な
い
が
こ
の
事
実
は
大
い
に
注
目
さ
れ
よ
う
。

で
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
み
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
当
該
期
の
千

葉
氏
権
力
の
行
使
で
き
る
範
囲
と
の
関
係
で
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
戦
国
後
期
の
千
葉
氏
領
国
の
復
元
を
試
み
た
黒
田
基
樹
氏
に
よ
れ

ば
、
千
葉
領
国
は
広
義
に
捉
え
れ
ば
、
小
金
領
・
臼
井
領
を
含
め
、
葛
東
郡

か
ら
上
総
国
鳴
戸
領
に
わ
た
る
広
大
な
も
の
だ
っ
た
が
、
高
城
氏
の
小
金
領

と
臼
井
原
氏
の
臼
井
領
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
領
域
支
配
が
展
開
さ
れ
て

い
た
自
立
的
地
域
で
、
さ
ら
に
両
大
須
賀
氏
領
、
国
分
氏
領
、
弥
富
原
氏

図１ 「鶴丸印」の分布状況
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領
、
鳴
戸
領
も
そ
れ
に
類
似
の
状
態
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し

て
千
葉
氏
当
主
の
直
接
的
な
領
域
支
配
が
展
開
さ
れ
た
の
は
、
お
お
よ
そ
印

西
外
郷
・
印
東
庄
北
郷
・
埴
生
郡
・
海
上
郡
・
匝
瑳
南
条
、
上
総
国
武
射
北

郡
・
同
南
郡
の
東
部
域
と
い
う
限
定
さ
れ
た
地
域
だ
っ
た
ら
し
い
。

た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、「
鶴
丸
印
」
の
分
布
は
さ
ら
に
限
定
的
と
い
え
よ

う
。
し
か
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
黒
田
氏
が
領
国
範
囲
復
元
の
根
拠
と
し

た
史
料＝

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
三
月
十
六
日
付
原
胤
長
判
持
写
（「
内

藤
泰
夫
氏
所
蔵
文
書
」『
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編

中
世
４
』
八
六
七
頁
）
に

よ
る
と
、
な
ぜ
か
こ
こ
で
注
目
す
る
海
上
・
香
取
郡
は
そ
の
領
国
に
含
ま
れ

て
お
ら
ず
、
そ
の
理
由
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
天
正
五
年
は
、
ち
ょ

う
ど
邦
胤
が
胤
富
か
ら
家
督
を
継
承
し
て
ま
も
な
い
時
期
で
あ
る
が
、
こ
の

事
実
を
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

で
は
そ
の
海
上
郡
な
ど
で
は
千
葉
氏
の
直
接
支
配
が
ど
れ
ほ
ど
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
地
に
は
海
上
氏
と
い
う
千
葉
六
党
の
一
た

る
東
氏
か
ら
分
か
れ
た
在
地
の
権
力
主
体
が
早
く
か
ら
広
く
深
く
根
を
下
ろ

し
て
お
り
、
戦
国
前
期
に
も
、
こ
の
地
域
に
存
在
す
る
寺
社
へ
の
土
地
寄
進

や
、
多
く
の
家
臣
へ
そ
の
通
字
た
る
「
秀
」
の
一
字
を
与
え
て
い
る
事
、
さ

ら
に
一
族
が
分
か
れ
て
族
的
発
展
を
遂
げ
て
い
る
な
ど
か
ら
み
て
、
き
わ
め

て
自
立
的
な
地
域
領
主
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ

る
（「
宮
内
家
文
書
」「
円
福
寺
文
書
」「
常
灯
寺
棟
札
」「
沢
井
家
文
書
」
他
）。

そ
の
海
上
氏
の
領
域
支
配
の
及
ん
だ
範
囲
は
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
が
、
今

み
た
「
鶴
丸
印
」
の
分
布
と
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

そ
の
上
、「
鶴
丸
印
」
の
分
布
す
る
一
帯
は
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）

末
以
降
、
里
見
氏
（
正
木
氏
）
の
侵
攻
に
み
ま
わ
れ
、
そ
の
侵
略
軍
に
よ
っ

て
長
期
間
に
わ
た
っ
て
占
領
さ
れ
て
い
る
事
実
が
（
２１
）

あ
る
。
こ
の
間
海
上
氏
の

動
向
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
の
戦
乱
下
に
お
い
て
衰
退
し
た
た

め
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
当
然
そ
の
よ
う
な
状
況
に
伴
っ
て
、
千
葉
氏
が
こ
の

地
域
に
及
ぼ
す
権
限
も
極
め
て
小
さ
く
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
胤

富
が
こ
の
地
域
に
対
し
権
限
を
回
復
す
る
の
は
、
永
禄
七
年
の
国
府
台
合
戦

で
里
見
氏
が
敗
北
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
香
取
地
域
を
占
領
し
て
い
た
勝
浦
正

木
氏
が
里
見
氏
よ
り
離
反
し
た
こ
と
で
今
度
は
正
木
氏
と
千
葉
氏
が
味
方
と

な
っ
て
か
ら
で
（
２２
）

あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
完
全
な
も
の
と
な
っ
た
の
は
同
九
年

に
正
木
氏
が
撤
退
し
た
以
降
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
で
は
一
体
こ
れ
ら
の
事

実
を
総
体
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）

性
格

以
上
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
「
鶴
丸
印
」
は
、

千
葉
氏
の
権
力
を
象
徴
す
べ
き
家
印
、
も
し
く
は
そ
の
領
内
一
円
に
広
く
通

用
し
た
印
判
、
と
い
う
こ
と
に
は
再
検
討
の
余
地
が
十
分
あ
る
こ
と
が
理
解

で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
の
使
用
者
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
な
ん

の
疑
い
も
な
く
胤
富
と
み
て
い
た
が
、
邦
胤
が
そ
の
初
期
に
お
い
て
襲
用
し

て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
個
人
印
と
み
て
、
胤
富
が
隠
居

後
ま
で
使
用
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

千葉胤富・邦胤の花押と印判に関する一考察（滝川）

２５



一
方
、
そ
の
分
布
地
域
や
使
用
さ
れ
た
時
期
を
重
視
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く

別
の
想
定
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
は
こ
の
地
に
本
来
あ
っ
た

海
上
氏
の
権
力
に
直
接
結
び
つ
く
（
２３
）

人
物
、
ま
た
仮
名
交
じ
り
の
文
書
が
発
給

文
書
全
体
に
占
め
る
割
合
が
な
ぜ
か
多
い
と
こ
ろ
を
重
視
す
れ
ば
、
女
性
或

い
は
花
押
を
ま
だ
持
た
な
い
段
階
の
幼
少
の
人
物
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。要

す
る
に
、
こ
の
「
鶴
丸
印
」
の
性
格
・
使
用
者
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ

る
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
い
ま
一
度
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２

「
龍
」
の
印
判
を
め
ぐ
っ
て

年
代
的
に
「
鶴
丸
印
」
の
後
に

出
現
し
、
ほ
ぼ
邦
胤
の
活
躍
期
に

一
致
し
そ
う
な
の
が
、
三
重
郭
の

方
形
の
な
か
に
「
龍
」
と
い
う
一

文
字
を
刻
し
た
印
判
で
あ
る
（
現

在
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
す
べ
て

朱
印
で
あ
る
。
以
下
「
龍
印
」
と

す
る
）。
た
だ
し
す
で
に
指
摘
も

あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
龍
印
」
も

頭
上
に
龍
の
形
像
を
冠
し
て
い
る

も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る

の
で
、
印
文
の
み
の
も
の
を
「
龍

印
�
」、
龍
の
形
像
を
有
す
る
も

の
を
「
龍
印
�
」
と
す
る
（
写
真

７
）。

（
１
）

使
用
さ
れ
た
時
期

現
在
確
認
さ
れ
る
「
龍
印
」
の

使
用
例
は
、「
龍
印
�
」
三
点
・

「
龍
印
�
」
二
点
の
合
わ
せ
て
わ

ず
か
に
五
点
で
あ
る
（
表
２
、
ま

た
以
下
丸
数
字
は
表
中
の
番
号
で

あ
る
）。
こ
の
点
小
笠
原
長
和
氏

の
検
討
段
階
で
は
�
・
�
・
�
の

三
点
が
知
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
あ

り
、
そ
の
後
香
取
神
宮
所
蔵
の
二

点
�
・
�
が
加
え
ら
れ
た
が
、
そ

れ
に
し
て
も
サ
ン
プ
ル
数
と
し
て

は
極
め
て
少
な
い
。

た
だ
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
こ

と
だ
が
、
小
笠
原
氏
は
こ
の
「
龍

印
�
」「
龍
印
�
」
の
区
別
は
特

に
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
�（「
井

表２ 「龍印」使用例一覧

型

�

�

�

�

�

【出典略号】千 香取―『千葉県史料中世篇 香取文書』所収頁数 他表１に同じ

出 典

香取神宮所蔵文書（千．香取 ４０頁）

香取神宮所蔵文書（千．香取 ４０頁）

井田文書（『中世常陸・両総地域の様相』）

加瀬文書（千３．９６４頁）

原文書（千 諸家補遺８号）

宛 所

香取宮中

原若狭守殿 海保与九郎殿

井田刑部大輔殿

加世四郎兵衛尉とのへ

原大炊助殿、安藤備中守

殿、石毛金右衛門尉殿

年 月 日

亥１．２５

亥３．１３

辰１２．２７

天正１０．９．８

天正１３．１．１９

�

�

�

�

�

写真７ 「龍印」
〔龍印�〕〔龍印�〕
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田
文
書
」）
は
龍
の
形
像
が
省
略
さ
れ
て
写
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
判

断
し
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
小
笠
原
氏
は
こ
の
「
龍
印
」
を
す
べ
て
「
龍
印
�
」

と
み
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
点
は
、
こ
の
「
龍
印
」
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
て
い
る
高
橋
健
一
氏
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
時
発
見

さ
れ
た
「
井
田
文
書
」
の
原
本
を
み
て
も
明
確
に
�
は
「
龍
印
�
」
で
あ
り
、

し
か
も
他
の
�
・
�
も
真
正
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
龍
印
」

が
�
・
�
の
二
形
態
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
な
お
こ
の
点
、
相
田
二
郎

氏
は
す
で
に
両
者
の
相
違
を
は
っ
き
り
指
摘
し
て
（
２４
）

い
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
使
用
年
代
だ
が
、
ま
ず
こ
の
「
龍
印
�
」
が
捺
さ
れ
た
印

判
状
は
い
ず
れ
も
「
亥
」・「
辰
」
と
い
う
よ
う
に
十
二
支
の
一
字
し
か
記
さ

れ
て
お
ら
ず
、
使
用
時
期
は
必
ず
し
も
確
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
一
方

「
龍
印
�
」
の
方
は
、
�
が
天
正
十
年
の
九
月
、
�
が
天
正
十
三
年
の
一
月

と
い
っ
た
よ
う
に
す
べ
て
確
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
龍
印
�
」
の

�
は
「
辰
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
だ
が
、
前
後
の
状
況
か
ら
み
て
天
正
八

年
の
辰
年
に
比
定
す
る
と
み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
。
と
な
れ
ば
、「
龍
印
�
」

「
龍
印
�
」
は
と
も
に
邦
胤
の
活
躍
時
期
に
相
当
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
両
者
の
関
係
だ
が
、
頭
上
に
龍
の
形
像
を
冠
す
る
印
の
方
が
よ
り

荘
厳
（
発
展
形
）
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
や
、
�
・
�
を
『
千
葉
県
史
料
中

世
篇

香
取
文
書
』
や
『
旭
市
史
』
ま
た
『
千
葉
県
史
料
中
世
篇

諸
家
文
書

補
遺

別
冊
花
押
・
印
章
集
』
の
よ
う
に
天
正
十
五
年
に
比
定
し
た
と
す
る

と
、
邦
胤
は
そ
の
二
年
前
の
天
正
十
三
年
に
死
去
し
て
い
る
一
方
で
そ
の
使

用
者
に
相
応
し
い
人
物
が
そ
の
時
期
の
千
葉
氏
に
は
存
在
し
て
い
な
い
こ

と
、
さ
ら
に
両
者
に
用
途
に
よ
っ
て
使
い
分
け
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
み
え
ず

む
し
ろ
時
期
的
な
差
異
と
み
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、「
龍
印
�
」

は
「
龍
印
�
」
に
先
行
し
、
�
・
�
の
亥
年
は
天
正
三
年
と
み
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
や
は
り
黒
田
氏
や
市
村
氏
が
比
定
す
る
よ
う
に
こ

の
「
龍
印
」
は
少
な
く
と
も
天
正
三
年
一
月
か
ら
同
八
年
十
二
月
ま
で
は
「
龍

印
�
」
が
、
そ
し
て
天
正
十
年
九
月
か
ら
同
十
三
年
一
月
ま
で
は
「
龍
印
�
」

が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
時
期
的
に
も
ち
ょ
う
ど

邦
胤
の
活
躍
期
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
「
龍
印
」
の
�
期
か
ら
�
期
へ
の
変
化
の
意
味
だ
が
、
そ
の
点
に
つ

い
て
の
成
案
は
得
て
い
な
い
。
た
だ
�
の
終
見
の
天
正
八
年
十
二
月
か
ら
�

の
初
見
た
る
同
十
年
九
月
の
間
、
邦
胤
の
身
辺
で
意
識
の
変
化
を
促
す
よ
う

な
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
北
条
氏
か
ら
迎
え
て
い
た
夫
人
芳

桂
院
殿
が
天
正
八
年
の
五
月
晦
日
に
死
去
し
そ
の
後
岩
松
氏
よ
り
新
た
な
夫

人
を
迎
え
た
（
２５
）

こ
と
、
つ
ま
り
北
条
氏
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
が
弱
ま
っ

た
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
２
）

分
布
と
内
容

で
は
こ
の
「
龍
印
」
が
分
布
し
て
い
る
地
域
と
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
み

よ
う
。
�
は
香
取
社
に
宛
て
た
「
軍
勢
・
甲
乙
人
の
乱
暴
・
狼
藉
」
を
命
じ

た
禁
制
・
制
札
と
み
て
よ
く
、
�
は
や
は
り
香
取
社
側
か
ら
出
さ
れ
た
さ
ま

ざ
ま
な
要
求
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
応
え
た
条
書
、
�
は
武
射
郡
大
台
城
主
の
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井
田
氏
か
ら
あ
っ
た
本
領
近
辺
に
お
け
る
鉄
砲
使
用
停
止
の
要
望
に
応
え
て

発
給
し
た
鉄
砲
禁
止
の
命
令
書
、
�
は
匝
瑳
南
条
庄
あ
た
り
の
地
域
領
主
加

瀬
氏
に
与
え
た
知
行
宛
行
状
、
�
は
森
山
城
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
原
大
炊

助
等
に
あ
て
て
軍
備
に
つ
い
て
の
条
制
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ

れ
ら
の
内
容
は
、
い
か
に
も
戦
国
期
の
領
主
権
力
が
発
給
す
る
に
文
書
に
相

応
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
分
布
は
、
わ
ず
か
五
点
と
い
え
ど
も
、

下
総
一
ノ
宮
た
る
香
取
社
か
ら
、
東
庄
森
山
城
近
辺
、
さ
ら
に
九
十
九
里
沿

岸
の
匝
瑳
南
条
庄
や
武
射
郡
と
い
っ
た
よ
う
に
、
黒
田
氏
が
復
元
し
た
千
葉

氏
が
直
接
的
な
領
域
支
配
を
展
開
し
た
地
域
内
に
ま
ん
べ
ん
な
く
所
見
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
千
葉
氏
当
主
が
領
主
権
力

を
行
使
し
た
印
判
（
状
）
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
使
用
さ
れ
た
時
期
や
範
囲

か
ら
み
て
も
、
�
・
�
も
含
め
た
こ
の
「
龍
印
」
は
、
千
葉
氏
当
主
邦
胤
の

使
用
し
た
家
印
と
し
て
ま
っ
た
く
疑
問
が
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
黒

田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
文
書
様
式
は
小
田
原
北
条
氏
の
影
響
を
受

け
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
３
）
「
龍
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

で
は
こ
こ
に
刻
さ
れ
た
一
字「
龍
」に
籠
め
ら
れ
た
意
味
は
な
ん
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
高
橋
健
一
氏
の
見
解
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
氏
は

そ
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
「
龍
印
」
が
三
重
郭
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、

奉
書
式
印
判
状
で
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
鶴
丸
黒
印
状
で
は
奉
者
の
と
こ

ろ
に
書
か
れ
た
「
奉
」
の
字
が
右
下
に
位
置
し
て
い
た
も
の
が
「
龍
印
」
で

は
右
肩
部
に
移
動
し
て
お
り
、
そ
こ
に
両
者
の
明
ら
か
な
相
違
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
し
て
古
河
公
方
足
利
義
氏
と
北
条
氏
照
の
印
判
状

の
関
係
を
検
討
し
た
佐
藤
博
信
氏
の
（
２６
）

見
解
を
援
用
し
て
、
千
葉
氏
の
こ
の

「
龍
印
」
も
「
ま
さ
し
く
古
河
公
方
足
利
義
氏
と
の
密
接
な
関
係
の
所
産
と

し
て
創
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
三
重
郭
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
高
橋
氏
の
い
う
「「
奉
」
の

字
が
右
肩
部
に
移
動
し
て
い
る
」と
い
う
事
実
は
、
五
点
す
べ
て
の
原
本（
含

写
真
）
を
み
て
も
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
。
何
か
の
誤
認
で
あ
ろ
（
２７
）

う
か
。

し
た
が
っ
て
筆
者
も
こ
の
時
期
の
千
葉
邦
胤
と
古
河
公
方
足
利
義
氏
の
関
係

に
は
特
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
三
重
郭
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
を

も
っ
て
、
こ
の
「
龍
印
」
が
古
河
公
方
と
の
密
接
な
関
係
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
肝
心
の
龍
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
高
橋
氏
は
中
国
で

古
来
か
ら
龍
が
麟
・
鳳
・
亀
と
と
も
に
「
四
瑞
」
の
一
つ
と
し
て
尊
ば
れ
、

し
か
も
鱗
中
の
長
と
さ
れ
た
こ
と
に
あ
や
か
る
た
め
だ
っ
た
と
す
る
。
筆
者

も
も
ち
ろ
ん
一
般
論
と
し
て
そ
の
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
あ
え
て
龍
と
し

た
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
千
葉
氏
と
龍
と
の
関
係
を
み
て
み
る
と
、
千
葉
の
守
護
神
の
一
つ

に
千
葉
寺
の
「
龍
蔵
権
現
」
が
あ
り
、
邦
胤
元
服
の
際
に
も
そ
こ
が
賽
銭
奉

納
の
対
象
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
（「
千
学
集
抜
粋
」）
が
注
目
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
「
龍
蔵
権
現
」
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
れ
は
観
音
信
仰
や
修
験
道
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と
深
く
関
わ
っ
た
龍
神
（
信
仰
）
で
、
各
地
で
水
・
海
・
山
、
と
り
わ
け
海

と
深
く
関
わ
っ
た
神
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
龍
蔵
権
現
」
が
祀
ら
れ
て

い
た
千
葉
寺
は
、
一
時
期
衰
勢
し
て
い
た
の
を
千
葉
胤
富
に
よ
っ
て
再
興
さ

れ
、
そ
の
際
寺
領
と
し
て
海
上
郷
一
円
が
寄
進
さ
れ
、
ま
た
そ
の
こ
と
か
ら

山
号
も
「
海
上
山
」
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（「
千
葉
寺

略
（
２８
）

縁
起
」）。
そ
の
実
態
は
な
お
不
明
確
だ
が
、
こ
こ
か
ら
戦
国
期
の
千
葉
寺

と
千
葉
胤
富
・
海
上
地
域
と
の
深
い
関
わ
り
が
推
察
さ
れ
よ
う
。

さ
ら
に
下
総
国
内
で
「
龍
蔵
権
現
」
と
い
え
ば
、
銚
子
の
円
福
寺
（
飯
沼

観
音
）
内
に
も
中
世
の
段
階
か
ら
確
実
に
所
（
２９
）

在
し
、
神
仏
習
合
の
時
代
に
は

実
に
円
福
寺
と
一
体
の
も
の
と
し
て
認
識
・
機
能
さ
れ
て
い
た
（
３０
）

こ
と
。
そ
し

て
そ
の
円
福
寺
が
、
香
取
海
か
ら
外
洋
に
渡
る
海
上
権
と
深
く
関
わ
っ
た
海

上
氏
の
、
い
わ
ば
氏
寺
と
い
っ
て
良
い
存
在
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
円
福
寺

自
体
も
、
香
取
海
の
ま
さ
に
出
入
り
口
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
中
世
段
階

海
上
守
護
・
権
益
に
深
く
関
与
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
推
察
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
『
下
総
国
旧
事
考
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
清

宮
秀
堅
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
円
福
寺
の
寺
門
に
は
「
鶴
丸
印
」
と
同
様
の
図

柄
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
秀
堅
は
海
上
家
と
の
由
緒
に
求
め
て
い
る
の

で
あ
る
（「
下
総
旧
事

香
取
郡
三
郡
小
誌
」）。
こ
の
よ
う
に
円
福
寺＝

龍

蔵
権
現＝

海
上
権
益＝

海
上
氏
と
い
う
こ
れ
ら
は
、
互
い
に
極
め
て
深
い
関

係
に
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

そ
し
て
海
上
氏
と
胤
富
・
邦
胤
と
の
関
係
は
縷
々
述
べ
て
き
た
と
お
り
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
邦
胤
が
当
初
「
龍
印
判
」
を
創
始
し
使
用
し
た
背
景

の
一
つ
に
、「
龍
蔵
権
現
」
信
仰
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ

う
。
ま
た
こ
の
こ
と
か
ら
、
邦
胤
の
当
初
の
権
力
基
盤
も
父
の
擁
立
主
体
で

あ
っ
た
海
上
氏
に
拠
っ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上

に
、
佐
倉
に
本
拠
地
を
据
え
て
以
来
の
千
葉
氏
の
大
命
題
で
も
あ
っ
た
「
香

取
海
が
も
た
ら
す
社
会
的
富
の
獲
得
を
目
指
し
て
発
展
を
期
す
（
３１
）

姿
勢
」
が
、

こ
の
印
判
に
籠
め
ら
れ
て
い
た
、
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

龍
蔵
権
現
は
ま
さ
に
海
・
水
の
神
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、「
龍
印
」

の
使
用
者
邦
胤
そ
の
人
の
実
名
に
採
用
さ
れ
た
「
邦
」
の
文
字
で
あ
る
。
外

山
信
司
氏
が
「
千
学
集
抜
粋
」
を
も
と
に
明
ら
か
に
し
た
よ
（
３２
）

う
に
、
千
葉
氏

の
場
合
、
当
主
の
名
乗
り
は
代
々
の
通
字
た
る
「
胤
」
の
字
が
下
に
来
て
、

上
の
一
字
は
、
元
服
の
際
あ
ら
か
じ
め
選
ば
れ
た
三
候
補
の
な
か
か
ら
千
葉

妙
見
宮
の
神
前
で
籤
を
引
く
こ
と
で
決
め
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
さ
に
神
仏
の

意
思
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
実
名
（
神
託
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
記
録
は
残

さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
邦
胤
の
「
邦
」
の
一
字
も
そ
の
よ
う
な
手
続

き
を
経
て
決
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
父
胤
富
は
当
然
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な

い
ま
ま
に
千
葉
氏
の
家
督
を
継
承
し
た
だ
け
に
、
伝
統
や
儀
礼
の
世
界
は
無

論
だ
が
、
由
緒
・
出
自
・
手
続
き
に
起
因
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
正
当
性
）

に
直
面
し
た
こ
と
は
十
分
想
定
さ
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ゆ

え
の
早
め
の
隠
居
・
家
督
譲
渡
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

と
な
れ
ば
そ
の
「
邦
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
国
」
の
字
と
同
義
と
す
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
国
家
・
国
土
の
意
味
も
あ
れ
ば
領
土
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
ま
で

千葉胤富・邦胤の花押と印判に関する一考察（滝川）
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有
す
と
い
う
が
、
よ
り
限
定
的
に
「
邦
」
だ
け
み
て
も
「
諸
侯
の
封
土
」
さ

ら
に
は
「
天
下
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
い
う
（『
大
漢
和
辞
典
』）。
し
か

も
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
し
て
「
邦
（
国
）
の
主
」
と
み
れ
ば
、
一
国
の
支
配

者
や
領
国
の
統
治
者
・
国
守
・
大
名
の
意
と
な
る
と
い
う
（『
大
漢
和
辞

典
』・『
日
本
国
語
大
辞
典
』
他
）。
一
方
い
う
ま
で
も
な
く
「
龍
」
は
、
古

来
中
国
よ
り
国
の
支
配
者
た
る
天
子
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
字
に
は

「
君
。
王
者
の
喩
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
（『
大
漢
和
辞
典
』）。

つ
ま
り
邦
胤
が
龍
の
一
文
字
を
そ
の
印
判
に
採
用
し
た
こ
と
は
、
父
胤
富

以
来
の
権
力
基
盤
た
る
海
上
氏
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
上
に
佐
倉
千

葉
氏
の
一
大
政
策
た
る
香
取
海
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
権
益
獲
得
へ
の
強

い
意
欲
を
象
徴
す
る
意
味
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
正
当
な
手
続

き
を
経
て
家
督
を
継
承
し
、
し
か
も
そ
の
実
名
は
神
仏
の
意
志
に
よ
っ
て
決

定
を
み
た
こ
と
、
さ
ら
に
家
格
の
み
を
み
れ
ば
東
国
諸
氏
の
な
か
で
も
小
田

原
北
条
氏
と
並
ぶ
ほ
ど
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
実
質
的

に
も
下
総
の
国
主
と
し
て
権
力
を
確
立
・
飛
躍
し
よ
う
と
し
た
邦
胤
の
実
名

に
か
な
う
強
い
政
治
意
志
が
「
龍
」
の
文
字
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
み
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
龍
印
」
の
登
場
は
、
邦
胤
の
一
国
の
統
治
者
・
主

た
ら
ん
と
し
た
強
い
政
治
意
志
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。そ

し
て
ま
さ
に
飛
翔
し
よ
う
と
雌
伏
す
る
龍
の
形
像
を
冠
し
た「
龍
印
�
」

こ
そ
は
、
そ
の
意
志
を
さ
ら
に
強
調
し
た
も
の
と
も
と
れ
よ
う
。
ま
た
そ
の

時
期
は
第
一
章
で
み
た
花
押
の
改
変
時
期
や
、
権
力
の
再
編
を
志
向
し
た
時

期
と
も
お
そ
ら
く
重
な
る
の
で
は
な
い
か
。

邦
胤
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
も
、
一
方
で
千
葉
氏
権
力
を
事
実
上
取
り
込

も
う
と
画
策
し
て
い
た
北
条
氏
に
と
っ
て
、
こ
の
邦
胤
の
意
識
の
飛
躍
は
、

果
た
し
て
ど
う
映
っ
た
の
で
あ
ろ
（
３３
）

う
か
。
ま
た
、
当
然
な
が
ら
そ
の
こ
と
は

内
外
に
衝
突
や
軋
轢
・
摩
擦
を
招
き
か
ね
（
３４
）

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
さ
ら
な
る
激

し
い
権
力
闘
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
結
果
邦
胤

が
暗
殺
さ
れ
る
事
態
に
い
た
っ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。

小
括

こ
こ
で
は
千
葉
胤
富
・
邦
胤
期
に
使
用
さ
れ
た
印
判
を
み
て
き
た
。
そ
し

て
ま
ず
「
鶴
丸
印
」
に
つ
い
て
は
、「
や
や
迫
力
に
欠
（
３５
）

け
る
」
と
評
価
さ
れ

る
こ
と
も
合
わ
せ
て
、
千
葉
氏
の
権
力
を
象
徴
す
る
家
印
と
い
う
よ
り
は
、

使
用
時
期
も
範
囲
も
権
限
も
非
常
に
限
定
的
な
印
判
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
し
、
ま
た
そ
の
使
用
者
も
千
葉
胤
富
と
特
定
で
き
る
か
ど
う
か
他
の
可
能

性
も
含
め
十
分
に
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
し
た
。

つ
い
で
「
龍
印
」
に
つ
い
て
は
、
邦
胤
の
使
用
印
と
し
て
認
定
さ
れ
る
こ

と
、
ま
た
家
印
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し

て
そ
の
刻
さ
れ
た
一
文
字
「
龍
」
に
籠
め
ら
れ
た
意
味
と
し
て
、
そ
の
一
つ

に
海
上
氏
と
の
関
わ
り
が
深
い
龍
蔵
権
現
信
仰
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
邦
胤
の

香
取
海
の
権
益
獲
得
へ
の
意
欲
を
み
た
。
さ
ら
に
邦
胤
の
実
名
に
用
い
ら
れ

た
「
邦
」
の
一
字
に
注
目
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
邦
胤
の
政
治
意
識
の
変
化
・

飛
躍
を
推
察
し
て
み
た
。
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香
取
社 

森山城 

匝瑳南条庄 

　助崎城 
（大須賀氏） 

大台城 
（井田氏） 

矢作城 
（国分氏） 

小弓城 
（原氏） 

臼井城 
（原氏） 

　本佐倉城 
（千葉氏） 

　小金城 
（高城氏） 

東
大
社 

野尻 

小
見
川 

海
上
八
幡
宮 

円
福
寺 

千葉寺 

椿 

香 

取 

海 

海 

お
わ
り
に

以
上
、
千
葉
胤
富
・
邦
胤
父
子
の
使
用
し
た
花
押
・
印
判
に
つ
い
て
縷
々

述
べ
て
き
た
。
た
だ
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
、
決
定
的
な
史
料
が
存
在
し
な

い
領
域
に
関
す
る
も
の
だ
け
に
、
状
況
証
拠
や
推
測
に
依
拠
す
る
の
み
で
、

す
べ
て
仮
説
の
域
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
必
要
以
上
に
論
理
の
飛

躍
が
あ
る
と
の
批
判
も
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
確
認
す
る

と
、
基
本
的
に
小
笠
原
氏
の
説
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
現
状
が
あ
り
、
そ
こ
に

あ
え
て
切
り
込
も
う
と
し
た
ゆ
え
の
飛
躍
と
も
い
え
る
。
こ
の
拙
い
小
稿
が

今
後
の
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
こ
と
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注（
１
）
小
笠
原
長
和「
戦
国
末
期
に
お
け
る
下
総
千
葉
氏
」（
同
『
中
世
房
総

の
政
治
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）。
以
下
本
稿
で
い
う

小
笠
原
氏
の
説
・
研
究
と
は
基
本
的
に
本
論
文
を
さ
す
。

（
２
）
こ
の
点
に
つ
い
て
外
山
・
黒
田
氏
と
も
に
数
多
く
の
研
究
成
果
が
あ

る
が
、
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
直
接
学
ん
だ
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
外

山
信
司
氏
の
も
の
と
し
て
は
「
戦
国
期
佐
倉
の
人
々
」（『
千
葉
県
の
歴

史
』
三
六
号
、
一
九
八
八
年
）・
同
「
原
文
書
に
み
え
る
森
山
城
―
戦

国
末
期
に
お
け
る
支
城
の
考
察
―
」（『
千
葉
城
郭
研
究
』
二
号
、
一
九

図２ 関係地図
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九
二
年
）・
同
「
戦
国
期
千
葉
氏
の
元
服
」（
佐
藤
博
信
編
『
中
世
東
国

の
政
治
構
造
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
を
、
ま
た
黒
田
基
樹
氏
に

つ
い
て
は
「
戦
国
期
千
葉
氏
権
力
の
政
治
構
造
」（『
千
葉
県
史
研
究
』

第
十
三
号
、
二
〇
〇
五
年
・
同
「
千
葉
氏
の
領
国
支
配
」（『
千
葉
県
の

歴
史
』
通
史
編
中
世
、
二
〇
〇
七
年
、
い
ず
れ
も
同
『
戦
国
の
房
総
と

北
条
氏
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
に
収
む
。
た
だ
し
収
録
に
際
し

て
、
特
に
後
者
は
新
し
く
千
葉
胤
富
・
邦
胤
の
花
押
・
印
章
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
黒
田
氏
の
説
・
研
究
と
い
う
場
合
は
、
基

本
的
に
『
戦
国
の
房
総
と
北
条
氏
』
を
さ
す
。）
等
が
あ
る
。

（
３
）
戦
国
期
千
葉
氏
の
花
押
や
印
判
に
つ
い
て
触
れ
た
研
究
に
は
、
相
田

二
郎
『
日
本
の
古
文
書

上
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）、
小
笠
原

長
和
「
下
総
千
葉
氏
の
動
向
」（『
旭
市
史
第
三
巻
』、
一
九
七
五
年
）・

同
「
下
総
千
葉
氏
に
関
す
る
諸
問
題
」（
前
掲
『
中
世
房
総
の
政
治
と

文
化
』）、
高
橋
健
一『
芳
桂
院
―
戦
国
期
東
国
の
一
女
性
と
そ
の
周
辺
』

（
私
家
版
、
一
九
九
一
年
、
以
下
本
稿
で
い
う
高
橋
氏
の
説
・
研
究
と

は
本
書
を
さ
す
）、『
千
葉
県
史
料
中
世
篇

諸
家
文
書
補
遺

別
冊
花

押
・
印
章
集
』（
千
葉
県
、
一
九
九
一
年
）、
外
山
信
司
「
コ
ラ
ム

千

葉
氏
の
黒
印
は
海
上
氏
の
紋
章
か
ら
」（『
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編

中

世
３
』
二
〇
〇
一
年
）、
市
村
高
男
「
関
東
に
お
け
る
非
北
条
氏
系
領

主
層
の
印
章
」（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
印
章
・
印
判
状
の
研
究
』
岩

田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
、
以
下
本
稿
で
い
う
市
村
氏
の
説
・
研
究
と
は

本
論
文
を
さ
す
）、
注
（
１
）
前
掲
黒
田
基
樹
『
戦
国
の
房
総
と
北
条

氏
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
等
が
あ
る
。

（
４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
従
来
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、

千
葉
氏
、
ま
た
そ
れ
を
取
り
巻
く
諸
氏
間
の
権
力
闘
争
の
存
在
は
、
の

ち
の
邦
胤
の
暗
殺
と
も
か
ら
め
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お

川
戸
彰
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
親
胤
の
怨
霊
云
々
の
伝
承
は

（「
戦
国
末
期
に
お
け
る
一
仏
師
の
活
躍
―
そ
の
墨
書
銘
を
め
ぐ
っ
て
」

『
千
葉
県
の
歴
史
』
十
三
号
、
一
九
七
七
年
）、
こ
の
視
点
か
ら
み
て

も
興
味
深
い
。
ま
た
そ
の
こ
と
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
が
、
近
世
末
期

ま
で
小
見
川
の
地
に
は
親
胤
の
姉
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
ら
し
い
親
胤

の
菩
提
寺
親
胤
寺
が
あ
っ
た
が（「
下
総
旧
事

香
取
郡
三
郡
小
誌
」）、

現
在
廃
寺
と
な
っ
て
親
胤
に
関
す
る
史
料
そ
の
他
が
失
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
惜
し
ま
れ
る
。

（
５
）
宮
内
敏
家
文
書
。
流
通
商
人
宮
内
氏
の
活
動
を
伝
え
る
「
宮
内
家
文

書
」
は
、
従
来
「
下
総
旧
事
」、
或
い
は
筆
者
が
紹
介
し
た
「
常
陸
志

料
」「
古
文
雑
抄
」（
滝
川
「
戦
国
期
房
総
に
お
け
る
流
通
商
人
の
存
在

形
態
」、
千
葉
歴
史
学
会
編
『
中
世
東
国
の
地
域
権
力
と
社
会
』
岩
田

書
院
、
一
九
九
六
年
）
所
収
の
も
の
か
ら
利
用
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
野

尻
・
高
田
に
あ
っ
た
宮
内
清
右
衛
門
家
の
分
家
筋
に
あ
た
る
宮
内
敏
家

の
文
書
は
、
常
陸
潮
来
の
国
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
宮
本
茶
村（
元
球
）

に
よ
っ
て
丁
寧
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
そ
の
伝
来
事

情
も
明
確
な
た
め
、
従
来
の
も
の
よ
り
格
段
に
良
質
な
史
料
と
み
な
せ

る
。
な
お
宮
内
敏
家
文
書
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
柴
辻
俊
六
氏
の
ご
教
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示
に
よ
っ
た
。

（
６
）
宮
内
氏
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
注
（
５
）
前
掲
滝
川
「
戦

国
期
房
総
に
お
け
る
流
通
商
人
の
存
在
形
態
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
こ
れ
ら
の
役
に
つ
い
て
黒
田
基
樹
氏
は
、
町
役
は
商
売
先
の
各
湊
な

ど
で
負
担
し
て
い
た
役
で
い
わ
ゆ
る
有
徳
役
、
ま
た
殿
役
・
村
役
は
居

住
地
で
負
担
し
て
い
た
役
で
村
・
町
が
負
担
し
て
い
た
も
の
を
再
分
配

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、と
想
定
し
て
い
る（
注（
２
）前
掲
黒
田
書
）。

（
８
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
茨
城
県
立
歴
史
館
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書

『
中
世
常
陸
・
両
総
地
域
の
様
相
―
発
見
さ
れ
た
井
田
文
書
―
』（
茨

城
県
立
歴
史
館
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。
ま
た
以
下
特
に
断
ら
な

か
っ
た
が
、「
井
田
文
書
」
に
関
す
る
本
稿
で
の
記
述
は
、
同
書
掲
載

の
写
真
版
お
よ
び
収
録
報
告
文
を
参
考
に
し
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
９
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
小
浜
市
史

社
寺
文
書
』（
一
九
七
六
年
）

他
を
参
照
。

（
１０
）
こ
の
史
料
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
『
妙
見
信
仰
調
査
報

告
書
（
二
）』（
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
、
一
九
九
三
年
）
所
収
の
も
の

に
拠
っ
て
い
る
が
、
そ
の
史
料
の
も
つ
重
要
性
か
ら
鑑
み
れ
ば
、
報
告

書
が
拠
る
「
内
閣
文
庫
本
」
の
さ
ら
に
底
本
と
な
っ
て
い
る
「
清
宮
本
」

と
対
校
し
、
よ
り
厳
密
な
も
の
に
す
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
１１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
（
３
）
前
掲
高
橋
書
を
参
照
。

（
１２
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
詳
細
な
説
明
を
要
す
る
が
、
今
回「
原
文
書
」

の
検
討
を
す
る
な
か
で
痛
感
し
た
の
は
、
胤
富
権
力
と
い
う
か
千
葉
氏

権
力
の
基
盤
の
弱
さ
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
一
方
、
正
木
氏
に
よ
る
断

続
的
な
香
取
地
域
侵
攻
も
な
お
続
い
て
い
た
（「
大
蟲
和
尚
語
録
」）。

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
邦
胤
が
そ
の
よ
う
な
状
況
の
解
消
を
図
ろ
う
と

し
た
ら
し
い
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

（
１３
）
こ
の
点
、
佐
藤
博
信「
戦
国
期
佐
倉
千
葉
氏
の
発
給
文
書
の
一
様
態
」

（『
千
葉
い
ま
む
か
し
』
二
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
１４
）
こ
の
点
、
山
口
博
『
戦
国
大
名
北
条
氏
文
書
の
研
究
』（
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
１５
）
注
（
３
）
前
掲
高
橋
書
参
照
。

（
１６
）
筆
者
が
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、
そ
の
こ
と
が
確
実
な
史
料
か
ら
伺
え

る
人
物
と
し
て
、
原
邦
長
（「
龍
大
夫
文
書
」）・
原
邦
房
（「
南
行
雑

録
」）・
大
須
賀
邦
秀（「
下
総
旧
事

香
取
郡
三
郡
小
誌
」所
収
文
書
）・

椎
名
邦
時
（「
井
田
文
書
」）、
ま
た
系
図
か
ら
は
円
城
寺
邦
貞
（「
千
葉

大
系
図
」）
等
の
存
在
が
検
出
で
き
る
。
よ
っ
て
仔
細
に
み
れ
ば
さ
ら

に
多
く
の
事
例
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
１７
）
こ
の
点
、
注
（
２
）
前
掲
外
山
論
文
「
戦
国
期
千
葉
氏
の
元
服
」
を

参
照
。
た
だ
し
必
ず
し
も
そ
の
こ
と
が
実
態
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
、

千
葉
親
胤
か
ら
の
偏
諱
と
思
わ
れ
る
人
物
や
（
原
親
胤
）、
千
葉
利
胤

の
そ
れ
（
設
楽
利
継
）
な
ど
い
く
つ
も
の
例
が
史
料
上
か
ら
も
伺
え
る
。

（
１８
）
千
葉
邦
胤
が
本
来
一
門
の
官
途
で
あ
る
「
中
務
大
輔
」
を
望
ん
だ
こ

と
も
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
か
。
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（
１９
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
有
光
友
學
「
今
川
氏
の
印
章
・
印
判
状
」（
注

（
３
）
前
掲
有
光
書
所
収
）
を
参
照
。

（
２０
）
こ
の
点
、
す
で
に
注
（
１３
）
前
掲
佐
藤
論
文
も
同
様
に
指
摘
す
る
。

（
２１
）
永
禄
三
年
末
か
ら
は
じ
ま
っ
た
里
見
氏
（
正
木
氏
）
の
香
取
侵
攻
に

つ
い
て
は
、
注
（
２
）
前
掲
黒
田
書
等
を
参
照
。
な
お
そ
の
関
係
資
料

は
『
勝
浦
市
史

資
料
編
中
世
』（
二
〇
〇
三
年
）
に
ほ
ぼ
収
録
さ
れ

て
い
る
。

（
２２
）（
永
禄
八
年
）
四
月
一
日
付
千
葉
胤
富
書
状
（「
原
文
書
」『
千
葉
県

史
料
中
世
篇

諸
家
文
書
補
遺
』
十
七
号
）
な
ど
か
ら
そ
の
事
実
が
伺

え
る
。

（
２３
）
例
え
ば
千
葉
胤
富
に
よ
っ
て
海
上
氏
の
名
跡
を
継
承
す
る
こ
と
が
決

め
ら
れ
た
千
葉
能
化
丸
な
ど
の
存
在
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
２４
）
注
（
３
）
前
掲
相
田
書
。
な
お
こ
の
こ
と
か
ら
、
近
年
改
め
て
そ
の

存
在
が
確
認
さ
れ
た
「
井
田
文
書
」
の
原
本
を
、
す
で
に
相
田
氏
は
実

見
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

（
２５
）
な
お
高
橋
氏
も
注
目
す
る
よ
う
に
、
こ
の
岩
松
氏
か
ら
入
嫁
し
た
女

性
の
兄
が
「
下
総
佐
倉
城
内
で
千
葉
邦
胤
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
」
と

あ
る
こ
と
は（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』）、
邦
胤
期
の
千
葉
氏
内
部
に
あ
っ

た
激
し
い
権
力
闘
争
の
一
端
を
伺
わ
せ
る
所
伝
と
し
て
も
注
目
に
値
し

よ
う
。

（
２６
）「
北
条
氏
照
に
関
す
る
考
察
」（
竹
内
理
三
編
『
続
荘
園
制
と
武
家
社

会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
の
ち
に
佐
藤
博
信
『
古
河
公
方
足

利
氏
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
八
九
年
に
収
む
）。

（
２７
）
あ
る
い
は
活
字
史
料
に
拠
っ
た
と
こ
ろ
の
誤
認
で
あ
ろ
う
か
。『
千

葉
県
史
料
中
世
篇

香
取
文
書
』・『
旭
市
史
第
三
巻
』
に
収
録
さ
れ
た

翻
刻
文
は
、
確
か
に
高
橋
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
特
徴
を
示
す
。

（
２８
）『
千
葉
市
史
史
料
編
�

古
代
・
中
世
』（
一
九
七
六
年
）
所
収
。
現

在
千
葉
寺
に
は
、
こ
の
よ
う
な
由
緒
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る
千
葉
胤
富
の
寄
進
状
も
存
在
す
る
。

（
２９
）
応
永
廿
二
年
九
月
廿
九
日
付

南
師
秀
宥
譲
状（「
円
福
寺
文
書
」『
千

葉
県
の
歴
史
資
料
編

中
世
３
』
九
六
九
頁
）

（
３０
）
江
戸
時
代
前
期
成
立
と
思
わ
れ
る
「
銚
子
絵
図
」
中
に
も
、
飯
沼
観

音
堂
と
並
ん
で
建
つ
龍
蔵
権
現
社
の
様
子
が
明
確
に
伺
え
る
。
ま
た
円

福
寺
・
海
上
氏
に
つ
い
て
は
、
横
田
光
雄
「
下
総
円
福
寺
と
守
護
・
国

人
」（『
國
史
學
』
一
五
一
号
）
も
参
照
。

（
３１
）
佐
藤
博
信
「
房
総
の
戦
乱
と
古
河
公
方
の
支
配
」（『
千
葉
県
の
歴
史

通
史
編
中
世
』
二
〇
〇
七
年
）

（
３２
）
注
（
２
）
前
掲
外
山
論
文
「
戦
国
期
千
葉
氏
の
元
服
」
参
照
。

（
３３
）（
天
正
五
年
）
閏
七
月
廿
九
日
付

北
条
氏
政
書
状
（「
井
田
文
書
」）

で
、
氏
政
は
下
総
結
城
攻
め
に
関
し
て
、
井
田
氏
が
邦
胤
の
下
知
に
従

う
の
は
勿
論
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
井
田
氏
の
辛
労
を
慰
労
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
千
葉
氏
と
北
条
氏
、
そ

し
て
本
来
千
葉
氏
の
配
下
に
あ
っ
た
諸
氏
と
の
微
妙
な
関
係
の
一
端
を

伺
わ
せ
る
。
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（
３４
）
天
正
十
年
五
月
十
四
日
付
千
葉
邦
胤
判
物
（「
原
文
書
」『
千
葉
県
史

料
中
世
篇

諸
家
文
書
補
遺
』
三
号
）
に
み
え
る
「
国
分
兵
部
大
輔
の

逆
心
」
と
い
っ
た
事
態
も
、
こ
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
か
。

（
３５
）
注
（
３
）
前
掲
市
村
論
文
。
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