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八
世
紀
の
東
北
と
い
え
ば
、
特
に
北
半
部
に
か
け
て
の
地
域
は
律
令
政
府
と
蝦
夷
（
エ
ミ
シ
）
の
攻
防
の
舞
台
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
中
で
も
、
七
八
○
（
宝
亀
一
二
年
の
伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
は
特
筆
す
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
乱
以
降
は
、
平
安
初
期
坂
上
田
村
麻

呂
の
第
一
一
一
次
征
討
軍
が
胆
沢
の
地
に
進
出
す
る
ま
で
の
二
十
余
年
間
は
、
現
在
の
宮
城
県
北
よ
り
北
方
は
律
令
政
府
の
統
治
が
及
ば
な
い
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
こ
の
反
乱
事
件
の
直
接
的
契
機
は
、
「
続
日
本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
伊
治
郡
大
領
伊
治
公
呰
麻
呂
と
牡
鹿
郡
大
領
道
嶋
大
楯
と
の
出

自
に
基
づ
く
確
執
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
珍
し
く
夷
俘
出
身
の
呰
麻
呂
と
そ
れ
を
こ
と
ご
と
に
凌
侮
す
る
大
楯
と
い
う
対
立

構
図
が
認
め
ら
れ
、
漠
然
た
る
律
令
政
府
対
蝦
夷
と
い
う
理
解
を
超
え
た
具
体
的
な
人
間
の
姿
相
が
示
さ
れ
て
い
る
と
看
取
で
き
る
。
そ
こ
に

は
こ
の
時
期
の
東
北
の
住
民
の
実
態
を
う
か
が
わ
せ
る
緒
が
か
い
ま
み
え
、
ひ
い
て
は
古
代
東
北
の
開
拓
史
と
い
わ
れ
る
も
の
の
実
像
を
う
か

が
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
呰
麻
呂
は
「
夷
俘
之
種
」
と
さ
れ
て
お
り
、
大
楯
は
当
然
「
非
夷
俘
」
Ⅱ
内
民
出
身
者
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
共
に
郡

大
領
と
し
て
存
在
し
、
征
夷
事
業
に
も
参
画
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
根
強
く
両
者
の
間
に
は
出
自
を
異
に
す
る
と
い
う
意

識
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
両
者
の
歴
史
的
経
過
が
裏
う
ち
き
れ
て
い
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
道
鴫
宿

八
世
紀
東
北
の
住
民
（
伊
藤
）

は
じ
め
に

八
世
紀
東
北
の
住
民

伊
藤
玄
三

Hosei University Repository



そ
れ
に
対
し
て
、
人
類
学
的
立
場
か
ら
の
長
谷
部
言
人
の
見
解
が
あ
る
。
長
谷
部
は
、
東
北
地
方
に
お
け
る
形
質
人
類
学
的
所
見
か
ら
す
れ

ば
、
い
わ
ゆ
る
蝦
夷
と
南
方
の
住
民
達
と
の
間
に
決
定
的
な
差
異
は
見
出
し
難
く
、
蝦
夷
と
呼
称
さ
れ
た
人
々
は
こ
の
地
に
方
民
乃
至
辺
民
と

し
て
居
住
し
た
人
達
の
特
性
で
あ
っ
た
と
考
え
た
。
調
査
も
多
く
は
な
い
段
階
で
の
所
見
で
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、
蝦
夷
概
念
は
辺
民
と
し
て

の
認
識
を
優
先
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
類
学
的
差
異
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
特
に
戦
後
の
研
究
で
は
、
東
北
の
住
民
は
蝦
夷
と
史
書
で
呼
称
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
態
は
文
化
的
に
差
異
な

い
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
を
強
く
主
張
し
た
の
は
伊
東
信
雄
で
あ
っ
た
。
伊
東
の
論
拠
は
当
時
の
考
古
学
的
成
果
で
あ
り
、
東
北
南
部
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
東
北
北
部
に
も
及
ん
で
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
平
安
時
代
に
か
け
て
は
同
様
の
竪
穴
住
居
跡
や
土
師
器
の
存
在
が
認
め
ら
れ
、

（
１
）

を
述
べ
フ
○
に
止
め
た
い
。

そ
の
中
で
も
、
特
に
」

で
も
な
く
ほ
ぼ
一
貫
し
一

見
解
で
あ
っ
た
と
思
う
。

称
一
族
は
陸
奥
北
辺
出
身
者
と
し
て
は
異
例
の
出
世
を
果
た
し
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
鴫
足
の
個
人
的
な
活
躍
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
蝦
夷
出
身
と
は
到
底
思
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
従
来
、
兎
角
東
北
の
住
民
は
蝦
夷
の
系
譜
を
も
つ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
と
思
う
が
、
史

料
上
で
も
「
本
是
王
民
」
と
称
す
る
者
も
あ
る
し
、
考
古
学
的
資
料
で
は
近
年
古
式
土
師
器
や
古
墳
の
存
在
が
逐
次
確
認
さ
れ
て
お
り
、
元
来

南
方
の
内
民
と
類
似
す
る
文
化
が
知
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
も
考
慮
す
れ
ば
、
特
に
古
墳
時
代
以
降
南
か
ら
の
北
進
内
民
が
か
な
り
あ
っ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
系
譜
上
の
主
張
を
、
道
嶋
大
楯
は
典
型
的
に
示
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
古
代
東
北
の
住
民
の
人
的
構
成
に
つ
い
て
八
世
紀
の
伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
考
え
る
こ
と
に
し

た
い
。

蝦
夷
研
究
に
は
既
に
長
い
経
過
が
あ
り
、
詳
細
な
研
究
の
検
討
は
現
在
の
筆
者
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
素
描

法
政
史
学
第
六
十
一
号

蝦
夷
研
究
の
素
描

特
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
巷
間
に
贈
灸
し
た
説
と
し
て
は
古
代
史
学
者
喜
田
貞
吉
の
学
説
が
あ
ろ
う
。
喜
田
は
、
い
う
ま

一
貫
し
て
史
書
の
記
述
の
信
懸
性
を
重
視
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
蝦
夷
も
ま
た
中
央
政
権
の
内
民
と
は
異
質
の
異
民
族
と
見
る

’一
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そ
の
後
の
研
究
で
は
、
特
に
考
古
学
的
資
料
の
増
加
も
あ
っ
て
、
東
北
古
代
史
は
面
目
を
一
新
し
た
観
が
あ
る
。
多
賀
城
か
ら
秋
田
・
胆
沢
・

徳
丹
・
紫
波
の
各
城
柵
の
調
査
は
、
律
令
政
府
の
北
進
の
状
況
を
具
体
化
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
律
令
制
的
施
設
の
北
進
で
あ
り
、

も
う
一
方
の
蝦
夷
の
側
の
具
体
的
あ
り
よ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
蝦
夷
達
の
存
在
を
示
す
遺
跡
・
遺
物
は
乏
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
の
発
掘
の
進
展
に
よ
っ
て
八
世
紀
段
階
以
前
の
考
古
学
的
資
料
が
予
想
外
に
岩
手
・
青
森
方
面
ま
で
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
し
、
他
方
で
は
未
だ
希
薄
と
は
い
え
所
謂
北
海
道
系
の
資
料
も
南
進
し
て
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
な
分

析
は
当
然
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
是
ま
で
の
諸
説
と
新
し
く
付
加
さ
れ
た
考
古
学
的
資
料
と
の
統
一
的
理
解
も
要
請
さ
れ

特
に
蝦
夷
の
文
化
と
す
べ
き
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
化
的
類
同
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
こ
こ
に

は
、
戦
後
の
日
本
人
意
識
の
平
等
性
が
作
用
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

次
い
で
注
目
さ
れ
る
の
は
高
橋
富
雄
の
蝦
夷
研
究
で
あ
る
。
高
橋
は
、
蝦
夷
概
念
の
形
成
に
は
地
域
的
に
も
時
期
的
に
も
変
遷
が
あ
り
、
か

つ
て
は
関
東
以
北
を
蝦
夷
の
地
と
み
な
す
も
の
が
、
次
第
に
北
進
し
て
八
世
紀
で
は
宮
城
県
北
以
北
を
意
識
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
し
た
。
ま

た
、
八
世
紀
頃
に
は
蝦
夷
社
会
も
社
会
的
発
展
を
し
て
階
級
社
会
と
な
り
、
律
令
社
会
に
対
抗
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
蝦

夷
社
会
の
自
立
的
発
展
も
認
め
る
も
の
が
あ
り
、
戦
後
の
社
会
発
展
史
観
も
見
ら
れ
る
か
と
思
う
。
と
も
あ
れ
、
高
橋
の
見
解
の
中
に
は
、
時

空
的
な
蝦
夷
観
の
変
遷
が
あ
っ
て
、
実
態
把
握
へ
の
進
展
を
よ
み
と
れ
る
が
、
蝦
夷
社
会
発
展
の
説
明
は
十
分
に
汲
み
と
れ
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
を
好
資
料
と
し
て
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
考
古
学
的
資
料
も
加
え
な
が
ら
古
代
東
北

の
人
的
構
成
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
い
、
歴
史
的
実
態
を
探
り
た
い
と
考
え
た
。

伊
治
公
呰
麻
呂
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
続
日
本
紀
』
に
求
め
れ
ば
七
七
七
（
宝
亀
八
）
年
一
二
月
辛
卯
（
一
四
旦
条
に
見
え
る
。

十
二
月
辛
卯
。
初
陸
奥
鎮
守
将
軍
紀
朝
臣
廣
純
言
。
志
波
村
賊
蟻
結
犀
し
毒
。
出
羽
國
軍
与
レ
之
相
戦
敗
退
ｐ
於
し
是
。
以
二
近
江
介
從
五
位

八
世
紀
東
北
の
住
民
（
伊
藤
）

二
伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
と
出
自
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次
に
、
伊
治
公
呰
麻
呂
（

く
な
る
が
掲
げ
て
お
こ
う
。

上
佐
伯
宿
祢
久
良
麻
呂
一
為
二
鎮
守
権
副
将
軍
司
令
し
鎮
二
出
羽
國
宅
至
し
是
授
二
正
五
位
下
勲
五
等
紀
朝
臣
廣
純
從
四
位
下
勲
四
等
從
五
位

上
勲
七
等
佐
伯
宿
祢
久
良
麻
呂
正
五
位
下
勲
五
等
外
正
六
位
上
吉
弥
侯
伊
佐
西
古
第
二
等
伊
治
公
呰
麻
呂
並
外
從
五
位
下
勲
六
等
百
済

王
俊
哲
勲
五
等
『
自
餘
各
有
し
差
。

こ
の
記
載
か
ら
、
七
七
六
年
の
志
波
村
の
賊
の
制
圧
に
際
し
て
の
軍
事
作
戦
参
加
者
に
叙
勲
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
夷
出
身
の
第
二
等
伊

治
公
呰
麻
呂
の
名
も
見
え
、
こ
の
折
の
軍
功
に
よ
っ
て
彼
は
吉
弥
侯
伊
佐
西
古
（
在
地
出
身
者
）
と
共
に
破
格
の
外
従
五
位
下
勲
六
等
に
叙
せ

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
破
格
と
い
う
の
は
、
伊
治
公
呰
麻
呂
は
位
階
を
有
せ
ず
夷
二
等
で
し
か
な
か
っ
た
の
に
、
こ
の
戦
功
に
よ
っ

て
急
遅
外
従
五
位
下
の
位
と
勲
六
等
の
勲
位
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
功
績
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
功

績
の
内
容
は
推
測
の
域
を
出
な
い
と
は
い
え
、
志
波
村
集
結
の
蝦
夷
軍
に
よ
っ
て
出
羽
国
軍
が
敗
れ
た
戦
況
を
挽
回
し
て
勝
利
に
導
い
た
主
要

戦
力
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
が
明
確
に
指
摘
で
き
る
。
後
に
殺
害
す
る
こ
と
に
な
る
陸
奥
鎮
守
将
軍
紀
広
純
麿
下
の
現
地
編
成
軍
と
し
て
の
実

働
部
隊
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
夷
制
夷
の
姿
の
一
端
も
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
記
載
の
見
え
る
翌
年
七
七
八
（
宝
亀
九
）
年
六
月
庚
子
（
二
五
日
）
条
に
も
、
「
賜
一
一
陸
奥
出
羽
国
司
巳
下
。
征
戦
有
し
功
者

二
千
二
百
六
十
七
人
爵
一
」
と
あ
っ
て
、
従
軍
者
多
数
の
戦
功
を
賞
し
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
記
述
の
後
に
は
前
年
の
記
事
と
重
複
す
る

内
容
が
見
え
て
お
り
、
恐
ら
く
「
続
日
本
紀
」
の
記
載
に
錯
綜
・
重
複
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
若
干
の
記
述
に
差
異
も
見
ら
れ
る

が
、
今
あ
げ
た
戦
功
者
の
数
と
関
連
し
て
、
こ
の
二
五
日
条
の
末
尾
に
は
「
其
不
レ
預
し
賜
レ
爵
者
緑
亦
有
し
差
。
戦
死
父
子
亦
依
し
例
叙
焉
」
と
あ
っ

て
、
更
に
先
の
叙
爵
者
以
外
の
従
軍
者
（
当
然
兵
士
達
）
や
遺
族
（
戦
死
者
の
子
）
も
ま
た
処
遇
し
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
と
補
っ
て
い
け
る
。

征
戦
に
際
し
て
は
当
然
の
戦
後
処
理
か
も
知
れ
な
い
が
、
重
複
し
た
二
回
の
記
事
か
ら
か
な
り
征
夷
軍
の
様
相
を
う
か
が
え
る
良
い
例
で
あ
る

と
い
え
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
恐
ら
く
現
在
の
岩
手
県
中
央
部
の
志
波
村
を
舞
台
と
し
た
激
戦
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
折
の
伊

治
公
呰
麻
呂
軍
の
際
立
っ
た
奮
戦
が
想
定
で
き
よ
う
。

次
に
、
伊
治
公
呰
麻
呂
の
関
連
記
事
が
見
ら
れ
る
の
は
、
七
八
○
（
宝
亀
一
二
年
で
あ
り
、
彼
の
反
乱
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
や
や
長

法
政
史
学
第
六
十
一
号

宝
亀
十
一
年
一
一
一
月
丁
亥
（
廿
二
日
）
。
陸
奥
國
上
治
郡
大
領
外
從
五
位
下
伊
治
公
呰
麻
呂
反
。
率
二
徒
衆
一
殺
二
按
察
使
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臆
廣
純
於
伊
治
城
○
廣
純
大
納
一
一
一
一
口
兼
中
務
卿
正
三
位
麻
呂
之
孫
。
左
衛
上
督
從
川
位
下
宇
美
之
子
也
。
宝
亀
中
山
為
白
陸
奥
守
ｐ
尋
転
身
按

察
使
毛
在
し
職
視
し
事
。
見
レ
称
・
一
幹
済
毛
伊
治
公
呰
麻
呂
。
本
是
夷
俘
之
種
也
。
初
縁
し
事
有
し
嫌
。
而
呰
麻
呂
匿
レ
怨
。
陽
媚
引
事
之
元
廣

純
甚
信
用
。
殊
不
し
介
し
意
。
又
牡
鹿
郡
人
領
道
鴫
大
楯
。
毎
凌
斗
侮
呰
麻
呂
○
以
一
夷
俘
・
遇
焉
。
呰
麻
呂
深
街
し
之
。
時
廣
純
建
レ
議
造
看
覚

驚
柵
玉
以
遠
一
一
戌
候
つ
因
率
二
俘
軍
一
入
。
大
楯
呰
麻
呂
並
從
。
至
レ
是
呰
麻
呂
自
為
二
内
応
一
唱
引
誘
俘
軍
一
而
反
。
先
殺
一
一
大
楯
毛
率
し
衆
囲
二
按

察
使
廣
純
ｃ
攻
而
害
し
之
。
独
呼
：
介
大
伴
宿
祢
真
綱
藝
開
：
閉
一
角
・
而
出
。
護
送
：
多
賀
城
ｐ
其
城
久
年
国
司
治
所
兵
器
根
蓄
不
レ
可
勝
計
っ

城
下
百
姓
競
入
欲
し
保
全
城
中
で
而
介
真
綱
。
橡
石
川
淨
足
。
潜
出
「
後
門
一
而
走
。
百
姓
遂
無
し
所
し
擴
・
一
時
散
去
。
後
数
日
。
賊
徒
乃

至
。
争
取
・
一
府
庫
之
物
毛
尽
レ
重
而
去
。
其
所
し
遺
者
放
火
而
焼
焉
。
（
続
紀
）

こ
の
記
事
は
、
比
較
的
よ
く
反
乱
の
内
容
を
伝
え
て
お
り
、
北
進
の
拠
点
と
し
て
覚
鵜
柵
建
設
の
為
に
牌
麻
呂
・
大
楯
を
伴
っ
て
伊
治
城
に

入
っ
た
按
察
使
・
参
議
・
従
四
位
下
紀
広
純
を
、
こ
の
機
に
の
ぞ
ん
で
呰
麻
呂
が
反
し
て
殺
害
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
な
る

の
は
、
伊
治
郡
大
領
（
記
載
で
は
上
治
郡
と
な
っ
て
い
る
が
、
伊
治
郡
で
あ
ろ
う
）
の
呰
麻
円
を
牡
鹿
郡
大
領
道
嶋
大
柵
が
毎
々
に
夷
俘
之
種

と
し
て
凌
侮
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
怨
み
を
晴
ら
す
機
会
が
こ
の
時
に
得
ら
れ
、
呰
麻
呂
は
自
己
の
伊
治
城
に
大
楯
も
入
る
に
際
し

て
俘
瀬
を
誘
っ
て
襲
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
彼
は
大
概
を
殺
し
、
更
に
続
い
て
紀
広
純
を
も
殺
害
し
た
。
こ
の
記
事
か
ら
は
、
主
た
る
Ⅱ
的

は
常
日
頃
の
侮
辱
を
は
ら
す
べ
く
大
楯
を
襲
う
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
広
純
に
も
殺
害
が
及
ん
だ
の
は
成
り
行
き
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
止
司
の
紀
広
純
の
と
が
め
も
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
止
む
な
く
襲
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
興
味
あ
る
の
は
、
そ
の

後
に
、
従
っ
て
来
て
い
た
陸
奥
介
大
伴
宿
祢
真
綱
を
囲
の
一
角
よ
り
の
が
し
、
多
賀
城
に
護
送
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の

国
府
や
鎮
守
府
の
官
人
を
徹
底
的
に
襲
撃
す
る
意
図
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
私
怨
的
な
色
彩
を
有
し
た
事
件
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
事
態
は
そ
れ
で
は
納
ま
ら
な
か
っ
た
。
蝦
夷
出
身
の
俘
軍
の
反
乱
と
聞
き
、
統
率
の
と
れ
な
く
な
っ
た
国
府
側
の
軍
は
無
力
化

し
、
陸
奥
介
以
下
の
官
人
の
多
賀
城
国
府
へ
の
逃
亡
は
、
か
え
っ
て
俘
軍
反
乱
勢
力
の
多
賀
城
へ
の
追
撃
を
招
い
た
よ
う
で
あ
る
。
多
賀
城
の

国
府
で
は
、
城
下
周
辺
の
百
姓
も
ま
た
危
急
を
逃
れ
る
べ
く
城
中
に
入
ら
ん
と
し
た
が
、
伊
治
城
か
ら
逃
れ
て
き
た
陸
奥
介
大
伴
真
綱
や
橡
石

川
淨
足
ら
も
後
門
よ
り
逃
走
し
て
し
ま
う
。
指
揮
系
統
の
失
わ
れ
た
多
賀
城
で
は
百
姓
も
ま
た
拠
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
て
散
去
し
て
い
く
。
数
日

し
て
反
乱
勢
力
は
多
賀
城
に
到
達
し
て
府
庫
の
も
の
を
掠
奪
・
放
火
す
る
こ
と
童
を
尽
く
し
た
と
い
う
。
い
か
に
も
脆
く
国
府
が
崩
れ
て
し
ま
つ

八
世
紀
東
北
の
住
民
（
伊
藤
）
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道
鴫
宿
祢
一
族
は
、
前
述
史
料
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
牡
鹿
郡
大
領
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
道
鴫
宿
祢
家
は
、
「
続
日
本
紀
」
に
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
は
丸
子
↓
牡
鹿
連
↓
牡
鹿
宿
祢
↓
道
鴫
宿
祢
と
改
賜
姓
を
重
ね
て
お
り
、
そ
の
主
役
は
中
央
出
仕
者
で
あ
っ
た
鴫
足
の
活
躍
に
大
き
い
関

（
２
）

わ
り
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
稿
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
概
略
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
一
族
の
中
で
最
も
顕
著
な
存
在
で
あ
る
鴫
足
の
史
料
上
の
初
見
は
七
五
三
（
天
平
勝
宝
五
）
年
で
あ
り
、
そ
の
八
月
廿
五
日
条
に
「
陸

奥
国
人
大
初
位
下
丸
子
鴫
足
賜
三
牡
鹿
連
姓
」
と
見
え
る
。
彼
は
粉
う
か
た
な
き
陸
奥
国
人
で
あ
り
、
「
牡
鹿
」
の
地
名
を
負
う
人
物
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
大
初
位
下
」
の
位
階
を
有
し
て
い
る
。
低
位
階
者
と
し
て
史
料
に
出
て
く
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
嶋
足
の
改
賜
姓
に
先
立
っ
て
同
年
の
六
月
八
日
条
に
「
陸
奥
国
牡
鹿
郡
人
外
正
六
位
下
丸
子
牛
麻
呂
。
正
七
位
上
丸
子
豊
鴫
等

廿
四
人
賜
一
牡
鹿
連
姓
一
」
と
い
う
記
載
が
あ
っ
て
、
ど
う
や
ら
陸
奥
牡
鹿
郡
の
地
在
住
の
丸
子
一
族
二
四
人
が
改
賜
姓
を
得
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
丸
子
一
族
は
位
階
を
も
つ
も
の
も
あ
り
、
恐
ら
く
牡
鹿
郡
内
の
有
力
氏
族
で
あ
り
、
一
族
二
四
人
の
改
賜
姓
が
可
能

な
ほ
ど
に
在
地
で
蟠
踞
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
の
一
連
の
改
賜
姓
に
際
し
て
嶋
足
は
同
一
に
扱
わ
れ
ず
、
彼
の
み
が
特
に
二
ヶ
月

余
の
後
に
改
賜
姓
さ
れ
た
と
す
る
記
載
が
事
実
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
て
別
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
し
ば
ら
く
は
陸
奥
北
辺
は
律
令
政
府
の
下
に
服
せ
ず
、
軍
事
作
戦
も
思
う
に
任
せ
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
反
乱
の
記
事
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
呰
麻
呂
の
出
自
が
、
明
確
に
「
本
是
夷
俘
之
種
」
と
書
か
れ
、
大
楯
も
ま
た
彼
を
「
以
一
夷
俘
｜
遇
」

し
た
こ
と
で
あ
る
。
伊
治
公
呰
麻
呂
は
、
確
か
に
伊
治
の
地
名
を
帯
び
、
「
公
」
の
カ
バ
ネ
を
称
す
る
在
地
系
出
身
者
で
あ
ろ
う
。
唯
、
呰
麻
呂

は
在
地
有
力
首
長
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
公
の
賜
姓
を
得
、
対
征
夷
軍
事
作
戦
に
も
並
々
な
ら
ぬ
功
績
を
も
ち
、
そ
の
背
景
の
上
で

郡
大
領
に
も
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
大
楯
達
ほ
か
の
郡
領
と
も
大
き
な
差
異
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
に
も

拘
わ
ら
ず
夷
俘
の
種
と
あ
げ
つ
ら
わ
れ
た
の
は
そ
れ
な
り
の
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
、
当
に
古
く
か
ら
在
地
性
を
担
う
伝

統
性
の
強
い
出
自
を
も
つ
人
物
で
あ
り
、
大
楯
達
の
よ
う
に
移
民
的
性
格
を
持
た
な
か
っ
た
事
に
由
来
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
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彼
が
在
地
の
一
族
と
共
に
同
時
に
賜
姓
さ
れ
な
か
っ
た
事
情
、
即
ち
、
こ
の
時
に
在
地
居
住
で
は
な
か
っ
た
為
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
彼
は
、
既
に
下
位
な
が
ら
も
大
初
位
下
の
位
階
を
も
ち
、
そ
の
後
の
彼
の
動
向
か
ら
み
て
も
中
央
に
出
仕
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
在
地
の
一
族
が
改
賜
姓
を
得
た
の
に
続
い
て
、
鴫
足
は
一
人
遅
れ
て
中
央
出
仕
者
と
し
て
追
加
さ
れ
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
か
と
推
考
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
彼
は
地
方
有
力
豪
族
子
弟
と
し
て
中
央
出
仕
を
果
せ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
丸
子

一
族
系
譜
の
中
で
も
譜
第
家
の
出
身
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
３
）

さ
て
、
「
丸
子
」
の
姓
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
井
上
光
頁
の
研
究
が
あ
り
、
丸
子
部
・
丸
子
連
な
ど
も
含
め
て
み
れ
ば
東
北
地
方
、
特
に
宮
城

県
北
地
域
に
多
い
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
丸
子
と
丸
子
部
・
丸
子
連
は
厳
密
に
は
同
一
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
後
の
改
賜

姓
の
方
向
で
も
丸
子
は
牡
鹿
連
で
あ
り
、
丸
子
部
は
大
伴
○
○
連
と
い
う
如
く
に
な
り
、
氏
族
系
譜
に
異
な
る
も
の
も
有
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
あ
る
い
は
遡
っ
た
時
期
に
お
け
る
氏
族
や
部
編
成
の
基
礎
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
鴫
足
の
系
譜
を
遡
る
丸

子
一
族
は
、
牡
鹿
郡
を
本
拠
と
す
る
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
鴫
足
の
頃
に
は
地
名
「
牡
鹿
」
を
冠
し
た
連
姓
を
認

め
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
丸
子
一
族
が
牡
鹿
の
地
に
本
拠
を
慣
き
活
躍
し
た
こ
と
を
い
つ
ま
で
求
め
る
の
か
と
い
え
ば
、
一
つ
は
同
じ
丸
子
の
氏
で
あ
る
丸
子

大
同
が
注
目
さ
れ
る
。
丸
子
大
国
は
七
二
五
（
神
亀
一
一
）
年
閏
正
月
廿
二
日
条
に
見
え
、
前
年
に
行
わ
れ
た
海
道
蝦
夷
征
圧
の
軍
事
作
戦
に
際

し
て
の
叙
位
・
叙
勲
の
記
事
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
海
道
蝦
夷
制
圧
は
、
宮
内
卿
藤
原
朝
臣
宇
合
を
持
節
大
将
軍
、
小
野
朝
臣
牛
養
を
鎮
狄
将

軍
と
し
、
陸
奥
・
出
羽
に
軍
事
動
員
を
行
う
大
規
模
作
戦
で
あ
り
、
論
功
行
賞
の
幌
も
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
将
軍
以
下
叙
勲

さ
れ
る
も
の
｜
六
九
六
人
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
中
に
外
従
六
位
上
丸
子
大
国
が
お
り
、
他
の
一
○
人
と
共
に
勲
六
等
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
折
の
叙
勲
で
は
初
位
以
上
六
位
ま
で
の
者
が
含
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
来
の
比
当
で
い
え
ば
従
五
位
相
当
の
勲
六
等
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
か
な
り
の
軍
功
を
認
め
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
か
と
思
う
。
大
国
の
場
合
に
も
外
従
六
位
上
で
は
あ
る
が
従
流
位
相
当
の
勲
位
が
与
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
折
の
作
戦
が
激
戦
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
は
、
こ
の
叙
勲
に
先
立
つ
閏
正
月
四
日
条
に
お
け
る
多
数
の
俘

囚
の
移
配
で
あ
る
。
即
ち
、
「
陸
奥
国
俘
囚
百
冊
四
人
配
三
千
伊
予
国
元
五
百
七
十
八
人
配
二
子
筑
紫
毛
十
五
人
配
二
子
和
泉
監
書
焉
」
と
あ
り
、
海

道
蝦
夷
と
し
て
虜
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
俘
囚
は
、
恐
ら
く
こ
の
接
壌
地
帯
の
住
民
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
遠
く
西
日
本
に
移
さ
れ
る

八
世
紀
東
北
の
住
民
（
伊
藤
）
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こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
征
戦
に
お
い
て
、
恐
ら
く
一
族
の
長
と
し
て
丸
子
大
国
は
活
躍
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
顕
著
な
軍

功
あ
り
と
し
て
勲
六
等
を
与
え
ら
れ
た
の
が
あ
か
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
外
従
六
位
下
の
位
階
を
も
っ
て
い
る
点
で
は
十
分
に
郡
領
な
ど

の
職
務
に
任
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
丸
子
の
氏
か
ら
し
て
牡
鹿
郡
域
の
住
人
で
あ
り
、

郡
領
ク
ラ
ス
の
有
力
氏
族
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
丸
子
鴫
足
は
中
央
出
仕
者
で
は
な
か
っ
た
か
と
み
る
と
、
地
方
か
ら
中
央
に
出
仕
す
る
資
格
と
し
て
、

し
か
る
べ
き
地
方
豪
族
子
弟
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
そ
の
点
で
、
こ
の
大
凶
の
存
在
は
年
代
的
に
も
注
Ⅱ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
国
の
叙

勲
七
二
五
年
と
鴫
足
の
出
仕
・
改
賜
姓
の
七
五
一
一
一
年
と
か
ら
み
れ
ば
、
い
わ
ば
親
子
関
係
に
さ
え
比
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
丸
子

大
国
に
つ
い
て
は
七
五
五
（
天
平
勝
宝
七
）
年
に
「
外
従
六
位
上
丸
子
大
国
贈
二
従
五
位
下
一
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、
征
戦
後
に
位
階
が
二

階
昇
る
こ
と
が
あ
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
更
に
こ
の
年
に
従
五
位
下
が
贈
位
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
贈
位
の
理
由
は
記
さ
れ
て

い
な
い
が
、
そ
の
背
後
に
丸
子
一
族
乃
至
子
孫
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
特
に
、
一
族
の
多
数
が
牡

鹿
連
に
改
賜
姓
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
二
年
前
で
あ
り
、
籍
し
く
丸
子
一
族
が
発
展
し
て
き
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
丸
子
一
族
が
改
賜
姓
さ
れ

る
契
機
も
特
に
記
述
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
族
に
は
蝦
夷
征
伐
に
参
加
し
な
が
ら
大
き
く
成
長
し
て
い
く
北
辺
の
武
人
的
色
彩
が

強
い
点
で
、
八
世
紀
に
入
っ
て
積
極
化
す
る
蝦
夷
征
戦
と
一
族
の
発
展
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
も
さ
し
て
無
理
が
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
丸
子
嶋
足
も
可
能
性
と
し
て
は
丸
子
大
国
の
系
譜
に
つ
な
が
る
人
物
で
あ
り
、
大
国
郡
領
家
の
出
身
で

あ
っ
た
こ
と
を
想
定
す
る
の
も
一
つ
の
見
解
と
し
て
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
当
否
は
な
お
問
題
と
し
て
も
、
鴫
足
が
中
央
出
仕
の
中
で
牡
鹿
連
の
改
賜
姓
を
在
地
の
一
族
と
共
に
果
し
た
こ
と
は
記
述
の
示
す
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
鴫
足
が
登
場
し
て
く
る
の
は
「
続
Ⅱ
本
紀
」
七
五
七
（
天
平
宝
字
元
）
年
七
月
四
日
条
の
橘
奈
良
麻
呂
の
変
に
関
連
し

た
記
事
で
あ
る
。
そ
の
折
の
記
事
で
は
、
「
賀
茂
角
足
請
一
高
麗
福
信
。
奈
貴
王
。
坂
上
苅
田
麻
呂
。
巨
勢
苗
麿
。
牡
鹿
鴫
足
毛
於
二
額
田
部
宅
一
飲
レ
酒
。

其
意
者
為
し
令
下
二
此
等
人
一
莫
偕
会
二
発
逆
之
期
一
也
」
と
あ
っ
て
、
高
麗
福
信
や
坂
上
苅
田
麻
呂
ら
と
共
に
発
逆
の
期
か
ら
は
ず
す
べ
く
額
田
部
宅

に
て
飲
酒
さ
せ
ん
と
す
る
企
み
が
あ
っ
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
鴫
足
達
は
朝
廷
側
（
藤
原
氏
側
）
の
有
力
武
力
と
し
て
意
識
さ
れ
て
お
り
、

既
に
鴫
足
自
身
は
中
央
で
有
力
な
武
人
と
し
て
の
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
鴫
足
や
苅
田
麻
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こ
の
後
、
鴫
足
は
一
一
一
月
五
Ⅱ
条
で
は
授
刀
衛
改
め
近
衛
府
の
員
外
中
将
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
一
一
Ⅱ
一
三
Ⅱ
条
で
は
一
族
（
弟
か
と

も
考
え
ら
れ
る
）
従
六
位
下
道
鴫
宿
祢
一
二
山
が
外
従
五
位
下
に
昇
叙
し
て
い
て
、
恐
ら
く
こ
の
二
月
か
ら
一
○
ヶ
月
の
間
に
牡
鹿
宿
祢
か
ら
道

鴫
宿
祢
に
改
賜
姓
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
が
、
記
録
は
欠
け
て
い
る
。
七
六
六
（
天
平
神
護
二
）
年
一
一
月
一
一
一
一
Ⅱ
条
で
は
「
授
：
従
四
位

下
道
鴫
宿
祢
鴫
足
正
四
位
下
」
と
な
っ
て
お
り
、
既
に
道
鴫
宿
祢
と
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
一
○
月
廿
日
条
で
は
、
鴫
足
は
更
に
正
四
位
上

に
階
を
進
め
、
彼
の
生
涯
最
高
の
位
階
に
達
し
た
。
翌
七
六
七
（
神
護
景
雲
元
）
年
一
二
月
八
日
条
で
は
「
正
四
位
上
道
鴫
宿
祢
鴫
足
為
二
陸
奥

大
国
造
元
従
五
位
上
道
嶋
宿
祢
三
山
為
二
国
造
一
」
と
あ
り
、
嶋
足
は
大
国
造
、
’
二
山
は
国
造
と
な
っ
て
い
る
。
著
し
い
功
績
の
あ
っ
た
鴫
足
は

中
央
向
と
し
て
そ
の
後
も
七
七
八
（
宝
亀
几
）
年
下
総
守
、
七
八
○
（
宝
亀
一
二
年
播
磨
守
を
か
ね
て
お
り
、
ま
さ
に
陸
奥
北
辺
出
身
者
と

し
て
は
異
例
の
栄
達
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
七
八
三
（
延
暦
一
一
）
年
正
月
八
日
条
の
卒
伝
で
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

正
四
位
上
道
鴫
宿
祢
鴫
足
卒
。
嶋
足
本
姓
牡
鹿
連
。
陸
奥
国
牡
鹿
郡
人
也
。
体
貌
雄
壮
。
志
気
驍
武
。
素
善
こ
馳
射
Ｃ
宝
字
中
。
任
二
授
刀

呂
達
は
、
後
の
所
属
か
ら
み
て
も
授
刀
衛
に
属
す
る
も
の
ら
し
く
、
次
の
記
述
で
も
二
人
は
共
に
授
刀
衛
に
職
務
を
有
し
て
い
る
。

七
六
四
（
天
平
宝
字
八
）
年
九
月
二
日
条
で
は
、
恵
美
朝
臣
押
勝
の
乱
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
「
太
師
藤
原
恵
美
朝
臣
押
勝
逆

謀
頗
泄
。
高
野
天
皇
遣
：
少
納
一
一
一
一
口
山
村
王
Ｃ
収
肴
中
宮
院
鈴
印
ｐ
押
勝
聞
し
之
。
令
さ
其
男
訓
儒
麻
呂
等
迩
而
奪
Ｐ
之
。
天
皇
遣
・
授
刀
少
尉
坂
上
苅

田
麻
目
。
将
曹
牡
鹿
嶋
足
等
市
射
而
殺
し
之
。
（
中
略
）
従
七
位
上
牡
鹿
連
鴫
足
。
（
中
略
）
並
従
囚
位
下
。
（
中
略
）
牡
鹿
連
鴫
足
牡
鹿
宿
祢
。
（
後

略
）
」
と
み
え
、
恵
美
押
勝
の
乱
に
際
し
て
鴫
足
が
天
皇
側
の
授
刀
衛
の
将
曹
と
し
て
行
動
し
、
卒
伝
か
ら
す
れ
ば
中
宮
院
の
鈴
印
を
奪
わ
ん
と

し
た
藤
原
訓
儒
麻
月
を
射
殺
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
功
に
よ
り
、
彼
は
そ
の
後
従
七
位
上
か
ら
従
川
位
下
ま
で
大
幅
に
位
階
が
進
め
ら
れ
、
改

賜
姓
さ
れ
て
牡
鹿
宿
祢
と
な
る
。
こ
の
と
き
に
は
行
を
共
に
し
た
坂
上
苅
田
麻
呂
も
坂
上
忌
寸
か
ら
坂
上
大
忌
寸
へ
、
位
階
も
正
六
位
上
か
ら

従
四
位
下
へ
と
同
様
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
道
嶋
氏
と
坂
ｔ
氏
の
深
い
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
鴫
足
は
、
こ
の
後
改
賜
姓
さ
れ
て
牡
鹿
宿

祢
を
称
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
折
の
功
績
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
年
一
○
月
二
○
日
に
は
「
授
刀
少
将
従
四
位

下
牡
鹿
宿
祢
鴫
足
為
：
相
模
守
」
と
見
え
、
授
刀
少
将
と
な
り
、
更
に
机
模
守
を
兼
任
し
て
い
る
。
更
に
翌
七
六
五
（
天
平
神
護
元
）
年
正
月

七
日
に
は
勲
二
等
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
勲
等
も
ま
た
二
ラ
ン
ク
も
位
階
を
上
ま
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
折
の
処
遇
も
破
格
で

あ
っ
た
。
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い
ま
述
べ
て
き
た
道
鴫
宿
祢
一
族
の
中
に
は
、
伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
に
際
し
て
認
め
ら
れ
る
牡
鹿
郡
大
領
の
大
楯
が
存
在
す
る
。
大
楯
は
、

同
じ
道
鴫
宿
祢
姓
を
有
す
る
こ
と
、
郡
大
領
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
道
鴫
一
族
の
主
流
に
関
わ
る
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明

で
あ
る
。
た
だ
、
前
章
で
も
み
た
よ
う
に
、
大
楯
は
在
地
で
活
躍
し
て
い
る
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
一
人
で
あ
り
、
三
山
達
と
直
接
つ
な
が
る
者

で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
在
地
郡
領
家
の
人
達
に
は
自
ら
も
伝
統
的
に
非
夷
俘
の
意
識
が
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

夷
俘
と
伝
え
ら
れ
た
伊
治
公
呰
麻
呂
と
は
著
し
い
出
自
差
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
両
者
の
出
自
意
識
の
差
、
そ
し
て
、
そ
れ

に
基
づ
く
確
執
が
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
考
さ
れ
る
。
そ
の
出
自
意
識
の
差
は
、
限
ら
れ
た
史
料
の
み
で
な
く
、
他
に
も
傍
証
で
き
る

こ
の
要
約
さ
れ
た
卒
伝
か
ら
は
、
鴫
足
の
経
歴
記
事
の
欠
の
一
部
も
補
え
る
が
、
七
九
七
（
延
暦
一
六
）
年
二
月
一
五
日
条
に
よ
れ
ば
功
田

廿
町
を
賜
っ
て
お
り
、
其
子
に
伝
え
る
こ
と
を
勅
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
鴫
足
の
経
歴
か
ら
み
れ
ば
、
彼
の
顕
著
な
活
躍
が
橘
奈
良
麻
呂
の
変
や
恵
美
押
勝
の
乱
に
お
け
る
武
力
と
大
い
に
関
わ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
し
、
そ
の
中
央
で
の
所
属
が
授
刀
衛
で
あ
っ
た
こ
と
も
十
分
に
推
測
で
き
る
。
恐
ら
く
、
牡
鹿
郡
の
有
力
氏
族

と
な
っ
て
い
た
丸
子
氏
か
ら
の
出
身
で
あ
り
、
舎
人
と
し
て
中
央
に
出
仕
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
り
、
政
変
の
中

で
異
例
の
栄
達
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
彼
の
一
族
は
、
記
録
で
は
在
地
で
国
府
、
鎮
守
府
、
郡
衙
の
官
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
道
嶋
宿
祢
姓
の
人
達
が
い
る
こ
と
と

共
に
、
中
央
官
人
と
し
て
活
躍
し
た
人
達
の
二
つ
の
主
要
な
流
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
共
に
九
世
紀
中
頃
ま
で
は
た
ど
れ
る
が
、
そ
の
後
の
史

料
は
絶
え
て
い
る
。
但
し
、
そ
の
中
の
在
地
の
官
人
達
は
、
地
理
的
条
件
に
も
関
わ
る
の
で
あ
る
が
、
征
夷
事
業
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
主
題
か
ら
離
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
は
省
略
し
て
お
き
た
い
。
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元
八
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訓
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呂
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等
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宿
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兼
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ニーン

八
世
紀
東
北
の
住
民
（
伊
藤

／

'

大
舎
人

し
舎
人

１

１．箆書（矢本町星場）
2．墨書（矢本町矢本横穴29号）

定

牡
舎
人
Ⅱ
牡
鹿
舎
人

５１０ｃｍ
し陰---回一』

３墨書（矢本町赤井遺跡）

付図宮城県矢本町赤井遺跡付近の幾許・刻書士器
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も
の
が
考
古
学
的
に
た
ど
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
資
料
の
一
つ
に
、
道
鴫
一
族
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
Ⅲ
牡
鹿
郡
地
域
の
黒
書
・
刻
書
土
器
が
あ
る
。
図
に
掲
げ
た
２

は
、
矢
本
町
所
在
の
矢
本
横
穴
墓
群
中
の
別
号
出
土
の
「
大
舎
人
」
の
墨
書
で
あ
り
、
１
は
欠
損
資
料
で
は
あ
る
が
、
「
舎
人
」
と
み
て
よ
い
か

と
思
わ
れ
る
刻
書
で
あ
る
。
３
は
矢
本
町
赤
井
遺
跡
出
士
の
墨
書
「
牡
舎
人
」
で
あ
る
。
矢
本
横
穴
は
、
一
○
○
基
を
超
え
る
群
集
横
穴
墓
で

あ
り
、
年
代
的
に
も
八
世
紀
に
及
ぶ
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
、
道
鴫
宿
祢
一
族
の
活
躍
時
期
と
も
ダ
ブ
る
も
の
が
あ
る
。
「
牡
舎
人
」
や
「
舎
人
」

（
４
）

出
土
地
付
近
は
、
近
年
の
調
査
で
掘
立
柱
建
物
跡
な
ど
が
知
ら
れ
、
牡
鹿
郡
衙
跡
が
想
定
さ
れ
て
き
て
い
る
。
特
に
、
「
牡
舎
人
」
は
、
牡
鹿
郡

に
関
わ
る
舎
人
で
あ
る
か
と
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
牡
鹿
郡
の
郡
領
家
と
の
関
わ
り
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
出
身
の
舎
人
達
を
連
想
さ
せ
る
も
の

が
あ
る
。
そ
し
て
、
更
に
い
え
ば
、
両
者
に
は
牡
鹿
郡
衙
と
郡
領
家
一
族
の
墳
墓
の
関
係
す
ら
も
示
す
も
の
か
と
推
考
さ
れ
る
。

さ
て
、
横
穴
墓
に
つ
い
て
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
現
在
の
と
こ
ろ
宮
城
県
北
の
江
合
川
・
鳴
瀬
川
付
近
ま
で
は
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ

以
北
に
は
分
布
が
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
横
穴
墓
を
作
る
文
化
の
北
限
は
こ
の
地
域
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
造
墓
の
風

習
は
、
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
こ
の
地
域
ま
で
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
宮
城
県
北
か
ら
以
北
の
地
域
で
は
、
同
時
期
の
墳
墓
と
し
て
は
マ
ウ
ン

ド
を
も
つ
小
墳
墓
が
殆
ど
で
あ
り
、
南
の
方
の
様
相
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
み
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
横
穴
墓
と
小
円
墳
の
違
い
は
、

南
か
ら
北
進
し
て
き
た
横
穴
墓
造
営
の
人
達
と
北
の
伝
統
的
と
も
い
う
べ
き
小
円
墳
の
造
営
者
達
の
違
い
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
見
落
と
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
背
景
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
大
舎
人
」
な
ど
の
文
字
が
あ
っ
た
の
は
横
穴
墓
で
あ
り
、
そ
こ
に
北
進
し

て
き
た
移
民
達
と
関
連
す
る
可
能
性
を
よ
み
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
郡
領
家
道
鴫
一
族
と
関
わ
る
牡
鹿
郡
衙
と
の
関
連
で
あ
る
。

第
二
の
点
は
、
以
前
か
ら
注
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
地
域
に
も
古
式
土
師
器
以
降
の
土
師
器
が
い
く
つ
か
の
遺
跡
で
発

見
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
近
年
は
そ
の
よ
う
な
資
料
が
ふ
え
て
き
て
い
る
。
筆
者
も
か
つ
て
踏
査
し
た
赤
井
遺
跡
周
辺
か
ら
は
、
五
世
紀

前
半
を
さ
か
の
ぼ
る
と
見
ら
れ
る
土
師
器
が
採
集
で
き
、
高
塚
の
古
墳
が
殆
ど
認
め
ら
れ
て
い
な
い
地
域
で
あ
り
な
が
ら
も
古
墳
時
代
の
土
師

（
５
）

器
が
存
在
す
る
こ
と
は
判
明
し
て
い
た
。
最
近
は
、
更
に
関
東
の
弥
生
後
期
の
特
徴
を
も
つ
土
器
も
断
片
的
に
知
ら
れ
て
お
り
、
或
い
は
分
布

が
希
薄
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
関
東
方
面
と
同
様
の
土
器
文
化
の
存
在
を
確
実
に
し
て
き
て
い
る
。
実
は
、
東
北
北
部
に
も
古
墳
文

化
期
の
遺
物
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、
差
し
当
っ
て
か
っ
て
の
牡
鹿
郡
域
に
も
早
く
か
ら
南
か
ら
土
器
文
化
が
入
っ
て
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（
６
）

い
う
○
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
の
地
域
に
は
古
墳
時
代
以
来
、
南
か
ら
の
新
し
い
土
器
文
化
を
担
っ
た
人
々
が
移
っ

て
き
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

史
料
上
で
は
、
実
は
「
本
是
王
民
」
と
し
て
改
賜
姓
を
う
け
た
者
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
次
の
如
き
も
の
も
あ
る
。

（
七
六
九
）

（
廿
五
）

神
護
景
雲
一
二
年
十
一
月
己
丑
。
陸
奥
国
牡
鹿
郡
俘
囚
外
少
初
位
上
勲
七
等
大
伴
部
押
人
一
一
一
一
口
。
伝
聞
。
押
人
等
本
是
紀
伊
国
名
草
郡
片
岡
里

人
也
。
昔
者
先
祖
大
伴
部
直
征
し
夷
之
時
。
到
二
於
小
田
郡
鴫
田
村
藝
而
居
焉
。
其
後
。
子
孫
為
し
夷
被
し
虜
。
歴
レ
代
為
し
俘
。
幸
頼
当
聖
朝
撫
レ
運

神
武
威
－
し
辺
。
抜
二
彼
虜
庭
・
久
為
二
化
民
○
望
請
。
除
一
・
俘
囚
名
一
為
二
調
庸
民
○
許
し
之
。

こ
の
記
述
の
大
伴
部
押
人
は
、
陸
奥
国
牡
鹿
郡
の
俘
囚
で
あ
り
、
先
祖
大
伴
部
直
が
征
夷
に
従
軍
し
、
後
に
小
田
郡
嶋
田
村
に
居
住
し
た
と

い
う
。
そ
の
子
孫
が
夷
の
為
に
と
ら
わ
れ
て
代
々
桴
と
な
っ
て
い
た
が
、
幸
に
も
虜
の
身
を
脱
し
て
皇
化
の
民
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
俘

囚
の
名
称
を
は
ず
し
て
調
庸
の
民
Ⅱ
内
民
と
し
て
処
遇
し
て
欲
し
い
と
願
い
、
こ
れ
を
許
さ
れ
て
い
る
。
押
人
の
い
う
と
こ
ろ
の
征
夷
が
い
つ

で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
し
、
歴
代
俘
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
い
う
と
こ
ろ
の
事

実
性
は
ど
れ
ほ
ど
の
信
懸
性
を
も
つ
か
、
誇
張
も
あ
る
と
こ
ろ
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
紀
伊
国
か
ら
征

夷
軍
と
し
て
陸
奥
へ
従
軍
し
、
移
住
し
て
い
た
内
民
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
辺
要
の
地
で
夷
に
よ
っ
て
虜
と
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
て
、
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
征
夷
に
際
し
て
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
在
地
の
者
と
し
て
俘
囚
の
扱
い
を
う
け
て
い

た
。
押
人
も
ま
た
俘
囚
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
俘
囚
が
、
本
来
は
先
祖
は
壬
民
で
あ
っ
た
の
で
調
庸
の
民
と
し
て
欲
し
い
と
主
張
し
た
の
で

あ
る
。
中
央
政
府
は
こ
れ
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
押
人
自
身
は
、
外
少
初
位
上
の
下
位
の
位
を
有
し
、
勲
七
等
を
有
し
て
い
る
。
勲
七
等
は
正

六
位
相
当
で
あ
り
、
こ
れ
は
著
し
く
高
い
勲
等
で
あ
り
、
彼
も
ま
た
征
夷
に
顕
著
な
活
躍
を
し
た
こ
と
が
容
易
に
推
測
で
き
る
。
今
の
規
定
で

は
、
従
八
位
で
も
勲
位
最
下
位
の
勲
十
二
等
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
、
位
階
の
外
少
初
位
上
も
あ
る
い
は
軍
功
に
か
ら
む
も
の
か
否
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
と
も
あ
れ
軍
功
は
著
し
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
背
景
の
中
で
の
「
本
是
王
民
」
の
主
張
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
先
祖
の

郷
里
な
ど
具
体
的
な
伝
聞
が
あ
る
点
で
全
く
虚
構
と
も
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
中
央
で
の
承
認
も
あ
る
点
で
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
押
人
の
先
祖
が
か
つ
て
紀
伊
国
か
ら
移
住
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
え
を
も
つ
人
が
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
虜
と
し
て
夷
に
組
み
込
ま
れ
た
人
達
も
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
出
自
上
で
移
住
民
が
い
た
と
い
う
こ
と
で

八
世
紀
東
北
の
住
民
（
伊
藤
）
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も
う
一
例
の
史
料
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

（
七
七
○
）

宝
亀
元
年
夏
四
月
癸
巳
朔
。
陸
奥
国
黒
川
。
賀
美
等
一
十
郡
俘
囚
一
二
千
九
百
廿
人
一
一
一
一
口
日
。
己
等
父
祖
。
本
是
王
民
。
而
為
レ
夷
所
レ
略
。
遂

成
二
賎
隷
元
今
既
殺
し
敵
歸
降
。
子
孫
蕃
息
。
伏
願
。
除
二
俘
囚
之
名
℃
輸
一
一
朝
庸
之
貢
宅
許
し
之
。

先
の
大
伴
部
押
人
の
記
事
の
翌
年
の
記
述
で
あ
る
点
で
押
人
が
先
鞭
を
つ
け
た
主
張
が
、
こ
の
年
に
は
宮
城
県
北
一
帯
の
黒
川
・
賀
美
な
ど

の
一
○
郡
俘
囚
全
体
に
及
ん
だ
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
地
域
一
帯
の
俘
囚
一
一
一
九
二
○
人
の
本
是
王
民
の
主
張
と
な
る
。
こ
の
場
合
に
も
俘
囚
と

な
っ
て
い
る
の
は
夷
の
為
に
略
せ
ら
れ
て
身
を
賊
隷
に
落
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
父
祖
は
本
是
王
民
だ
っ
た
と
す
る
。
こ
こ
で
は
征

夷
に
関
わ
る
と
の
文
言
は
見
え
な
い
が
、
父
祖
の
代
か
ら
南
よ
り
移
住
し
た
人
々
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
征
夷
の
本
格
的
作
戦
は

律
令
政
府
成
立
で
あ
ろ
う
か
ら
、
大
伴
部
押
人
の
よ
う
な
征
夷
を
契
機
と
す
る
移
住
者
は
年
代
的
に
も
新
し
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
直
接
征
夷

と
称
し
な
い
人
々
の
中
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
の
移
民
も
あ
っ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
現
在
知
ら
れ
る
考
古
学
的
遺
物
で
は
古
墳

時
代
に
十
分
に
遡
る
も
の
が
知
ら
れ
る
事
は
、
そ
の
よ
う
な
移
民
の
あ
っ
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
宮
城
県
北
以
南

の
地
域
に
は
前
方
後
円
墳
を
は
じ
め
大
き
な
マ
ウ
ン
ド
を
も
つ
古
墳
、
更
に
横
穴
墓
な
ど
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
古
墳
文
化
の
荷
担
者
に
は
、

恐
ら
く
南
か
ら
の
移
住
者
が
関
わ
り
、
そ
の
移
民
は
そ
の
後
在
地
化
し
た
り
、
蝦
夷
の
膝
下
に
暮
す
こ
と
に
な
っ
た
人
達
も
生
じ
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
移
民
は
、
黒
川
以
北
一
○
郡
の
三
九
一
一
○
人
と
い
う
数
も
考
慮
す
れ
ば
、
か
な
り
多
数
で
あ
っ

た
こ
と
を
推
測
さ
せ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
人
達
は
、
後
に
丈
部
や
吉
弥
侯
部
な
ど
の
東
北
に
多
い
姓
を
も
っ
た
り
、
後
に
更
に
改
賜
姓
を
重
ね
る

も
の
も
あ
っ
た
か
と
思
う
。
そ
の
中
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
丸
子
氏
な
ど
も
、
い
つ
の
時
点
ま
で
遡
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
或
る

時
期
で
の
南
か
ら
の
移
民
で
あ
り
、
俘
囚
と
は
な
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
在
地
に
多
数
の
同
族
を
ふ
や
し
て
い
っ
た
移
民
で
は
な
か
っ

た
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
夷
俘
の
種
と
は
異
る
と
す
る
意
識
を
形
作
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
種
の
古
墳
時
代
の
土
師
器
は
、
こ
の
地
域
を
越
え
て
、
北
進
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
事
情
は
種
々
あ
ろ
う
が

在
地
化
し
て
い
っ
た
も
の
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
中
で
も
岩
手
県
胆
沢
平
野
の
角
塚
古
墳
の
よ
う
に
あ
る
時
期
前
方
後
円
墳
形
で
埴
輪
を
も
つ

も
の
の
北
進
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
展
開
は
不
明
な
の
で
あ
る
。
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以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
の
主
眼
点
は
、
伊
治
公
砦
麻
呂
と
道
嶋
宿
祢
大
楯
の
確
執
が
伊
治
公
砦
麻
呂
の
乱
を
惹
起
し
た
事
件
で
あ
っ
た
こ

と
を
緒
と
し
て
夷
俘
・
非
夷
俘
意
識
の
背
景
を
探
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
元
来
在
地
性
を
伝
統
と
す
る
夷
俘
に
対
し
て
、
地

方
で
は
早
く
か
ら
の
移
民
の
伝
え
を
も
つ
内
民
意
識
を
も
つ
人
々
、
そ
し
て
早
く
移
民
で
あ
り
な
が
ら
蝦
夷
に
虜
と
さ
れ
た
り
、
強
く
在
地
化

し
た
人
々
が
八
世
紀
の
北
辺
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
あ
と
づ
け
う
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
道
鴫
宿
祢
一
族
の
場
合
に
は
、
北
辺
出
身

者
と
し
て
は
異
例
の
昇
進
を
み
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
も
到
底
夷
種
出
身
と
は
み
ら
れ
な
い
栄
達
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
大
楯
の
意
識
の
中
の
非

夷
種
Ⅱ
内
民
性
を
看
取
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
又
、
本
是
王
民
の
主
張
の
中
に
は
、
か
つ
て
王
民
で
あ
っ
た
と
す

る
背
景
に
は
、
遡
っ
た
父
祖
の
中
に
移
民
の
伝
統
を
伝
え
る
も
の
が
あ
り
、
或
い
は
古
墳
時
代
ま
で
遡
っ
て
北
進
し
て
き
た
南
か
ら
の
文
化
荷

担
者
の
存
在
を
う
か
が
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
概
し
て
、
俘
囚
な
ど
の
名
称
を
冠
せ
ら
れ
た
人
々
の
中
に
は
、
そ

の
よ
う
な
人
々
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

更
に
言
え
ば
、
古
代
東
北
の
開
拓
と
さ
れ
る
も
の
の
実
態
に
、
こ
の
よ
う
な
移
民
の
動
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
把
握
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
単
純
な
政
治
的
進
出
な
ど
で
は
把
え
き
れ
な
い
古
代
東
北
の
動
向
の
中
に
、
そ
の
人
的
構
成
の
推
移
を
た
ど
る
こ
と
で
よ
り
詳
細

又
、
律
令
期
に
は
、
征
夷
の
進
展
と
共
に
幾
つ
か
の
城
柵
が
作
ら
れ
、
そ
の
内
外
に
は
東
国
を
中
心
と
す
る
人
々
の
移
民
が
配
さ
れ
て
い
っ

た
。
そ
の
数
は
記
録
上
で
も
か
な
り
あ
り
、
こ
の
地
域
の
人
的
構
成
を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
評
価
し
た
い
。
奈
良
時

代
に
入
っ
て
か
ら
多
賀
城
や
陸
奥
国
分
寺
か
ら
の
出
土
瓦
中
の
文
字
瓦
に
も
上
毛
・
下
・
相
・
毛
・
常
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
は
そ
の
動
員

の
背
景
が
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
史
料
上
の
移
民
と
も
関
連
さ
せ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
の
検
討
を
通
じ
て
、
古
代
東
北
の
人
々
の
中
に
は
、
か
な
り
の
程
度
北
進
し
た
移
民
が
あ
り
、
そ
の
痕
跡
を
た
ど
れ
る
の
で

な
お
、
一
言
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
近
年
ま
で
の
調
査
で
北
海
道
系
の
土
器
の
分
布
が
南
に
拡
大
し
て
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
背
景
も
ま
た
別
の
視
点
か
ら
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

八
世
紀
東
北
の
住
民
（
伊
藤
）

お
わ
り
に

一

五
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な
歴
史
像
を
描
け
る
も
の
が
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
は
、
十
分
に
意
を
尽
し
て
い
な
い
憾
が
あ
る
が
、
歴
史
の
背
景
に
人
的
な
構
成
を
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
文
化
の
変

遷
の
背
景
に
文
化
荷
担
者
の
あ
り
方
を
見
て
と
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
近
、
一
一
・
三
の
会
〈
口
で
同
趣
旨
の
事
も
口
頭
発
表
し
た
。
法
政

大
学
史
学
会
で
の
講
演
も
こ
れ
を
述
べ
た
。
多
く
の
方
々
に
御
教
示
を
得
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
特
に
明
記
し
な
い
が
、
感
謝
致
し
て
欄
筆
し
た

い
。
御
叱
正
を
賜
り
た
い
。

宕官丁舂百丁注
、－－、＝〆、＝〆、－〆、＝－、－〆

法
政
史
学
第
六
十
一
号

伊
藤
玄
三
「
東
北
古
代
史
研
究
へ
の
回
顧
」
（
「
地
方
史
研
究
」
’
’
二
一
）
一
九
八
九
で
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

伊
藤
玄
三
「
道
嶋
宿
祢
一
族
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
「
東
北
古
代
史
の
研
究
」
）
一
九
八
六

丼
上
光
貞
「
陸
奥
の
族
長
、
道
嶋
宿
祢
に
つ
い
て
」
Ｓ
蝦
夷
」
）
一
九
五
六

宮
城
県
矢
本
町
教
育
委
員
会
「
赤
井
遺
跡
Ｉ
ｌ
牡
鹿
柵
・
郡
家
推
定
地
ｌ
」
二
○
○
｜

伊
藤
玄
一
一
一
「
矢
本
町
小
松
下
田
及
び
本
谷
出
土
の
土
師
器
」
（
「
歴
史
」
三
六
）
一
九
六
八

石
巻
市
教
育
委
員
会
「
新
金
沼
遺
跡
」
石
巻
市
文
化
財
調
査
報
告
書
一
一
）
二
○
○
三

’
一
ハ
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