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　多
賀
城
碑
に
よ
れ
ば
、
多
賀
城
の
創
建
は
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
一
方
、
こ
　
　
　
く
陸
奥
国
で
調
庸
制
を
停
止
し
て
辺
民
の
動
揺
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
令
外
の
軍
制

れま
で
の
考
古
学
的
調
査
・
研
究
に
よ
っ
て
、
多
賀
城
創
建
期
の
瓦
の
焼
成
地
お
よ
び
そ
の
供
給
関
　
　
　
で
あ
る
鎮
守
府
　
鎮
兵
体
制
を
創
設
し
て
軍
事
体
制
の
強
化
を
は
か
り
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に

係な
ど
の
解
明
が
進
み
、
多
賀
城
の
建
設
は
大
崎
地
方
を
中
心
と
し
た
玉
造
等
の
五
柵
（
玉
造
・
新
　
　
　
陸
奥
国
か
ら
分
離
し
た
ば
か
り
の
石
城
・
石
背
両
国
を
、
異
例
の
短
期
間
で
陸
奥
国
へ
再
併
合
す
る

田
・
色
麻
・
牡
鹿
の
四
柵
に
名
称
不
明
の
一
柵
）
と
一
体
の
造
営
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
　
　
　
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
方
針
を
大
き
く
転
換
す
る
思
い
切
っ
た
政
策
を
矢
継
ぎ
ば
や
に
打
ち
出
し
た
。

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
年
、
平
川
南
氏
は
、
多
賀
城
政
庁
ー
外
郭
南
門
間
の
正
面
道
路
跡
か
　
　
　
さ
ら
に
、
養
老
四
年
の
反
乱
の
影
響
を
も
っ
と
も
強
く
受
け
た
と
思
わ
れ
る
大
崎
・
牡
鹿
地
方
に
、

ら
出
土
し
た
木
簡
の
記
載
内
容
の
検
討
か
ら
、
多
賀
城
の
建
設
は
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
の
蝦
夷
の
　
　
　
移
民
（
柵
戸
）
を
主
体
と
し
た
黒
川
以
北
十
郡
を
建
置
す
る
と
と
も
に
、
玉
造
等
の
五
柵
の
造
営
を

反
乱
の直
後
に
着
手
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
多
賀
城
碑
に
み
え
る
神
亀
元
年
と
い
　
　
　
開
始
し
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
政
策
は
、
律
令
国
家
が
当
初
と
っ
て
い
た
蝦
夷
政
策
が
、
養
老
四
年
の

う
創
建
年
次
は
、
完
成
の
時
点
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝦
夷
の
反
乱
で
完
全
に
破
綻
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
乱
後
、
律
令
国
家
は
改
め
て
蝦
夷
支
配
体
制
の

　そ
こ
で
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
と
多
賀
城
の
創
建
の
関
係
が
改
め
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
　
　
　
強
化
と
辺
郡
の
動
揺
の
収
拾
を
目
的
と
し
た
一
連
の
政
策
を
組
織
的
に
実
施
す
る
の
で
あ
る
。
多
賀

こ
の
と
き
の
反
乱
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
述
が
簡
略
で
、
按
察
使
が
殺
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
程
　
　
　
城
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
、
乱
後
の
新
た
な
蝦
夷
支
配
を
構
築
す
る
た
め
の
政
策
の
一
環
と
し
て
、

度
で
あ
る
が
、
関
係
史
料
を
改
め
て
検
討
し
て
み
る
と
、
実
は
、
陸
奥
側
の
蝦
夷
の
反
乱
と
し
て
は
　
　
　
大
崎
・
牡
鹿
地
方
の
支
配
強
化
の
た
め
に
置
か
れ
た
黒
川
以
北
十
郡
と
玉
造
等
の
五
柵
を
背
後
か
ら

空前
の
規
模
の
も
の
で
あ
り
、
辺
郡
を
中
心
と
し
た
在
地
社
会
に
き
わ
め
て
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
　
　
　
統
轄
す
る
国
府
兼
鎮
守
府
と
し
て
創
建
さ
れ
た
城
柵
で
あ
っ
た
。

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
乱
の
影
響
の
甚
大
さ
に
驚
愕
し
た
律
令
国
家
は
、
ま
も
な

6
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は
じ
め
に

　
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
の
爾
薩
体
・
幣
伊
二
村
の
征
夷
を
最
後
に
征
夷
軍
に
よ
る

蝦
夷
征
討
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
が
、
そ
の
後
も
陸
奥
国
の
奥
郡
で
は
不
穏
な
情
勢

が
続

き
、
律
令
国
家
の
望
む
よ
う
な
安
定
的
な
支
配
体
制
の
樹
立
に
は
ほ
ど
遠
い
状

態
で
あ
っ
た
。
と
く
に
承
和
三
年
（
八
三
六
）
か
ら
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
ご
ろ
に

か

け
て
は
武
装
し
た
俘
囚
の
騒
乱
が
頻
発
し
、
陸
奥
国
が
援
兵
を
動
員
し
て
事
態
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
）

沈
静
化
に
あ
た
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
の
承
和

七

年
（
八
四
〇
）
三
月
、
陸
奥
国
で
は
ま
た
も
や
援
兵
の
派
遣
を
必
要
と
す
る
よ
う

な
事
態
に
陥
っ
た
。
そ
の
間
の
事
情
を
、
陸
奥
守
・
前
鎮
守
将
軍
ら
は
「
奥
邑
之
民
、

共
称
一
庚
申
へ
潰
出
之
徒
不
・
能
・
抑
制
㊤
是
則
懲
コ
又
往
事
之
所
為
也
。
自
・
非
国

威
ハ
何
静
騒
民
℃
事
須
下
調
コ
発
援
兵
⇒
将
候
中
物
情
上
」
（
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七

年
〈
八
四
〇
〉
三
月
壬
寅
〈
2
6
日
〉
条
）
と
奏
状
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
奥
邑
で
は
、

口

々

に
「
庚
申
」
と
称
し
て
逃
げ
出
す
民
が
あ
と
を
絶
た
ず
、
制
止
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
、
こ
れ
は
往
事
の
で
き
ご
と
に
懲
り
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ

に

い
う
「
庚
申
」
と
は
、
こ
の
承
和
七
年
の
干
支
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
前
の

庚
申
年
は
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
で
伊
治
公
些
麻
呂
の
乱
の
あ
っ
た
年
、
さ
ら
に

ひ

と
つ
前
の
庚
申
年
が
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
、
す
な
わ
ち
小
稿
で
取
り
上
げ
る
陸

奥
の
蝦
夷
の
反
乱
の
起
こ
っ
た
年
に
あ
た
る
。
し
た
が
っ
て
承
和
四
年
に
奥
邑
の
民

が
恐
れ

た
「
往
事
之
所
為
」
と
は
、
こ
の
二
つ
の
蝦
夷
の
反
乱
を
さ
す
と
考
え
ら
れ

（2
）

る
。

　
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
は
、
『
続
日
本
紀
』
（
以
下
、
年
月
日
の
み
で
出
典
を
明

記

し
な
い
史
料
は
す
べ
て
『
続
日
本
紀
』
で
あ
る
）
に
は
「
陸
奥
国
奏
言
、
蝦
夷
反

乱
、
殺
・
按
察
使
正
五
位
下
上
毛
野
朝
臣
広
人
・
」
（
同
年
九
月
丁
丑
〈
2
8
日
〉
条
）
と

記

さ
れ
る
の
み
で
、
按
察
使
が
殺
害
さ
れ
た
こ
と
か
ら
反
乱
の
規
模
が
小
さ
く
な
い

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
も
の
の
、
詳
細
は
い
っ
さ
い
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
と
き
の
で
き
ご
と
は
辺
郡
の
多
く
の
住
民
（
「
柵
戸
」
と
呼
ば
れ
た
移

民
系
の
住
民
が
主
体
）
の
脳
裏
に
焼
き
つ
き
、
そ
の
後
、
実
に
一
世
紀
以
上
の
長
き

に
わ
た
っ
て
語
り
継
が
れ
、
や
が
て
一
二
〇
年
後
の
庚
申
年
に
奥
郡
の
民
衆
の
大
量

逃
亡

を
引
き
起
こ
す
引
き
金
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
養
老
四
年
の
反
乱
の
影
響
の
深

刻
さ
を
雄
弁
に
物
語
る
事
実
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
か

つ
て

筆
者
は
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
多
賀
城
の
成
立
は
、
黒
川
以
北
十
郡

（牡
鹿
・
小
田
・
新
田
・
長
岡
・
志
太
・
玉
造
・
富
田
・
色
麻
・
賀
美
・
黒
川
の
十

郡
）
や
天
平
九
年
（
七
三
七
）
四
月
戊
午
（
1
4
日
）
条
に
み
え
る
「
玉
造
等
五
柵
」

（
い

わ
ゆ
る
「
天
平
五
柵
」
、
玉
造
柵
・
新
田
柵
・
牡
鹿
柵
・
色
麻
柵
に
名
称
不
詳
の

一
城
柵
）
の
成
立
と
一
体
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
五
月
に

陸
奥
国
か
ら
分
離
し
た
石
城
・
石
背
両
国
の
陸
奥
国
へ
の
異
例
の
短
期
間
で
の
再
併

合
、
鎮
守
府
ー
鎮
兵
体
制
の
創
設
と
軍
団
制
の
整
備
強
化
に
よ
る
陸
奥
国
、
と
く
に

そ
の
北
辺
部
の
国
力
・
軍
事
力
の
強
化
な
ど
と
一
連
の
政
策
で
あ
り
、
多
賀
城
は
こ

の

よ
う
な
新
生
陸
奥
国
の
国
府
と
し
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
、
こ
の
新
た
な
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
ね

配
体
制
を
か
り
に
「
神
亀
元
年
体
制
」
と
名
づ
け
た
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
関
し
て
は
、

現
在
も
同
様
に
考
え
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
律
令
国
家
を
こ
の
よ
う
な
体
制
の
構
築

に
向
か
わ
せ
た
原
因
は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
は
言
及
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
小
稿
で
は
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
旧
稿
の
発
表
後
、
平
川
南
氏
は
多
賀
城
跡
第
四
四
次
発
掘
調
査
（
政
庁
南
面
道
路

跡
）
出
土
木
簡
の
検
討
か
ら
「
政
庁
と
外
郭
南
門
を
結
ぶ
道
路
跡
の
創
置
年
代
は
、

養
老
五
年
四
月
以
降
お
そ
ら
く
養
老
六
年
に
か
け
て
の
頃
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

る
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
た
。
年
代
決
定
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
、
多
賀
城
創

建
期
の
政
庁
正
面
道
路
跡
に
と
も
な
う
石
組
暗
渠
の
裏
込
め
土
か
ら
出
土
し
た
木
簡

群
で

あ
る
。
出
土
し
た
木
簡
は
微
細
な
削
り
屑
が
多
く
、
年
紀
を
記
し
た
も
の
も
存

在
し
な
い
が
、
多
方
面
か
ら
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
第
0
節
で
も
取
り

上

げ
る
が
、
そ
の
年
代
の
考
定
は
総
合
的
に
み
て
蓋
然
性
の
高
い
推
定
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
平
川
氏
は
「
政
庁
と
外
郭
南
門
を
結
ぶ
正
面
道
路
の
構
築
年
代
を
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養
老
五
年
な
い
し
六
年
頃
と
み
れ
ば
、
そ
の
後
、
多
賀
城
外
郭
内
地
域
の
整
備
を
経

て
、
養
老
八
年
‖
神
亀
元
年
に
〔
多
賀
城
が
　
　
引
用
者
補
〕
完
成
し
た
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
多
賀
城
碑
に
み
え
る
神
亀
元
年
と
い
う
年
紀
を

多
賀
城
完
成
の
時
点
を
示
す
と
解
し
た
。
こ
の
点
も
し
た
が
う
べ
き
見
解
と
思
わ
れ

る
。

　

こ
う
し
て
平
川
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
多
賀
城
の
造
営
過
程
の
輪
郭
が
姿
を
現
わ
し

は
じ
め
、
わ
れ
わ
れ
は
多
賀
城
の
成
立
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
よ
り
確
実
な
材
料

を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多
賀
城
の
造
営
も
ま
た
、
養
老
四
年

の

蝦
夷
の
反
乱
の
直
後
に
開
始
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た

だ
平

川
氏
は
、
多
賀
城
造
営
の
意
義
に
関
し
て
は
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
と
の

関
係
に
は
と
く
に
言
及
し
て
お
ら
ず
、
「
多
賀
城
の
創
建
は
、
和
銅
元
年
体
制
と
よ

ば

れ

る
八
世
紀
前
半
の
全
国
的
な
地
方
行
政
整
備
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
羽
国
建
国
に
は
じ
ま
る
陸
奥
国
北
部
の
改
変
、
石
城
・

石
背
両
国
の
分
置
な
ど
一
連
の
東
北
政
策
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
総
括
し
て
、

　
　
ミ
　

前
稿
で
展
開
し
た
所
論
を
再
確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
多
賀
城
の
造
営
が
養
老
四

年
の
反
乱
の
直
後
に
始
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、
改
め
て
乱
と
の
関
連
を
考
え
て
み
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
の
影
響
が
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ

て

い

た
以
上
に
甚
大
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

　
一
方
、
陸
奥
・
出
羽
の
調
庸
制
を
検
討
し
た
鈴
木
拓
也
氏
は
、
陸
奥
・
出
羽
両
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

の

調
庸
制
の
特
質
と
変
遷
過
程
を
克
明
に
跡
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
最
初
の
画
期
が

養
老
六
年
（
七
二
二
）
に
あ
り
、
こ
れ
ま
た
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
の
影
響
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
年
に
「
陸
奥
按
察
使
管

内
」
（
陸
奥
按
察
使
は
、
こ
の
時
点
で
は
養
老
二
年
に
陸
奥
国
か
ら
分
立
し
た
石

城
・
石
背
両
国
、
そ
れ
に
出
羽
国
を
合
わ
せ
て
管
轄
し
て
い
る
）
の
調
庸
制
が
停
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

さ
れ
、
代
わ
り
に
課
丁
か
ら
布
を
徴
収
す
る
「
更
税
」
と
い
う
税
制
が
創
始
さ
れ
て
、

こ
の
布
を
夷
禄
に
充
当
す
る
財
源
と
し
た
の
で
あ
る
（
同
年
閏
四
月
乙
丑
〈
2
5
日
〉

条
）
。
鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
更
税
」
の
制
は
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
ご
ろ

ま
で
続
く
が
、
徴
収
さ
れ
る
布
は
従
来
の
調
庸
布
に
く
ら
べ
る
と
四
分
の
一
以
下
の

分
量

で
、
課
丁
に
と
っ
て
は
大
幅
な
負
担
軽
減
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
夷
禄
に

充
当
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
蝦
夷
の
懐
柔
策
で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
乱
後
の
陸
奥
国

で

は
、
養
老
四
・
五
・
六
年
の
三
年
連
続
で
調
庸
が
免
除
さ
れ
て
い
る
（
表
1
参

照
）
。
こ
れ
は
養
老
四
年
の
反
乱
が
翌
年
ま
で
に
一
応
鎮
圧
さ
れ
た
あ
と
も
、
在
地

で

は
混
乱
状
態
が
続
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
律
令
国
家
は
そ
れ
に
対
し

て

律
令
制
支
配
の
根
幹
を
な
す
調
庸
制
の
停
止
に
あ
え
て
踏
み
切
る
と
い
う
、
一
般

の
令
制
国
で
は
と
う
て
い
考
え
が
た
い
抜
本
的
な
政
策
転
換
を
は
か
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
た
養
老
四
年
の
反
乱
の
影
響
が
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
に

十
分
な
事
実
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
は
、
律
令
制
下
の
陸
奥
国
で
起
こ
っ
た
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め

て

の
大
規
模
な
蝦
夷
の
反
乱
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
辺
郡
の
民
衆
や
陸
奥
国

司
に
と
っ
て
、
間
近
で
蝦
夷
の
大
規
模
な
蜂
起
に
遭
遇
す
る
こ
と
自
体
、
初
め
て
の

体
験
で

あ
り
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
が
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
事
実
や
調

庸
制
の
停
廃
に
至
る
経
過
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
と
く
に
辺
郡
一

帯
の
民
衆
に
想
像
以
上
に
深
刻
な
動
揺
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
数
年
を
経

て

も
在
地
の
混
乱
が
収
ま
ら
な
い
と
い
う
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
律
令
国
家

は
そ
の
収
拾
と
蝦
夷
対
策
に
躍
起
と
な
り
、
や
が
て
こ
れ
ま
で
の
蝦
夷
支
配
政
策
の

全
面
的
な
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
鈴
木
氏
に
よ
っ
て
、
乱
の
二
年
後
に
陸
奥
按
察
使
管
内
に
お
け
る
調
庸
制
が
停
止

さ
れ
、
あ
ら
た
に
「
更
税
」
制
が
創
始
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
実
は

同
じ
太
政
官
奏
で
鎮
所
へ
の
軍
根
の
運
輸
を
奨
励
す
る
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

鎮
所

は
多
く
の
研
究
者
が
多
賀
城
、
な
い
し
は
そ
れ
と
一
体
の
玉
造
等
の
五
柵
の
成

立

と
の
関
連
性
を
認
め
て
い
る
施
設
で
あ
る
が
、
そ
の
初
見
も
ま
た
こ
の
と
き
の
こ

と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
鎮
所
へ
の
運
穀
奨
励
策
が
と
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
旧

稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
鎮
兵
制
度
創
設
の
前
提
と
な
る
鎮
兵
根
の
確
保
と
い
う
意

味
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
要
す
る
に
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
の
勃
発

6
3
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表1　多賀城創建関係年表

和銅元（708）．9．28

和銅2（709）．3．

和銅2（709）．7．

和銅2（709）．7．13

矛日銅5（712）．9．23

和銅5（712）．10．1

和銅6（713）．12．2

和銅7（714）．10．2

霊亀元（715）．5．30

霊亀2（716）．9．23

養老元（717）．2．26

養老2（718）．5．

養老3（719）．7．

養老4（720）．9．28

養老4（720）．9．29

養老4（720）．11．26

養老5（721）．4．

養老5（721）．6．10

養老5（721）．8．19

養老6（722）．4．16

養老6（722）．閏4、25

養老6（722）．8．29

養老7（723）．2．13

神亀元（724），2．22

神亀元（724）．2．25

神亀元（724）．3，25

神亀元（724）．4．

神亀元（724）．4．

神亀元（724）．4．14

神亀元（724）．5．24

神亀元（724）．11。29

神亀元（724）

神亀2（725）．閏正．4

神亀5（728）．4．11

越後国に出羽郡を建置。

陸奥・越後両国に征夷軍を派遣。

諸国に命じて兵器を出羽柵へ運送させる。

諸国に命じて船100艘を征狭所へ運送させる。

出羽国を建置する。

陸奥国の最上・置賜2郡を出羽国に隷ける。

陸奥国に丹取郡を建置。

尾張・上野・信濃・越後等の国の民200戸を出羽柵戸に配す。

相模・上総・常陸・上野・武蔵・下野6ヶ国の富民1000戸を陸奥に配す。

陸奥国の置賜・最上2郡と信濃・上野・越前・越後4ヶ国の百姓各100戸とを出羽国に隷

ける。（前半、和銅5．10．1と重複）

信濃・上野・越前・越後の4ヶ国の百姓各100戸を出羽柵戸に配す。（霊亀2．9．23後半部分と重複か）

陸奥国の石城・標葉・行方・宇太・日理、常陸国の菊多の6郡を割いて石城国を置き、白

河・石背・会津・安積・信夫の5郡を割いて石背国を置く。

東海・東山・北陸3道の民200戸を出羽柵に配す。

陸奥の蝦夷、反乱を起こして按察使上毛野広人を殺す。

征夷軍任命（持節征夷将軍多治比県守・持節鎮秋将軍阿倍駿河）。

陸奥・石背・石城3国の調庸・租を減ずる。（類史83）

征夷将軍・鎮秋将軍、帰還。

陸奥・筑紫の辺塞の民の当年の調庸を免ず。

出羽を陸奥按察使に隷ける。

征夷軍の将軍以下、有功の蝦夷・訳語人までに勲位を授ける。

陸奥按察使管内の百姓の庸調を免除し、かわりに税（更税）を輸させて夷禄にあてること

にする。鎮所へ運穀したものには位を授ける。

諸国司に命じて柵戸1000人を簡点して、陸奥鎮所に配す。

陸奥国鎮所に私穀を献じた常陸国那賀郡の大領に叙位。

陸奥国鎮所に私穀を献じた12名に叙位。

陸奥国の鎮守軍卒らの本籍を除いて比部に貫し、父母妻子とともに生業を営むことを許す。

海道の蝦夷反乱を起こし、陸奥大橡の佐伯児屋麻呂を殺す。

七道諸国に命じて軍器の幕・釜等を造らせる。

征夷軍任命（持節大将軍藤原宇合）。

坂東9国の軍30，000人を訓練し、吊・施・綿・布等を陸奥鎮所に運ぶ。

鎮秋将軍任命（小野牛養）。

征夷持節大使・鎮秋将軍ら帰還。

この年、按察使兼鎮守将軍大野東人、多賀城を建置。（多賀城碑）

陸奥の俘囚144人を伊予国へ、578人を筑紫へ、15人を和泉監へ配す。

陸奥国に白河軍団を新置し、丹取軍団を玉作軍団と改める。
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熊谷公男［養老四年の蝦夷の反乱と多賀城の創建］

を
契
機
に
し
て
、
多
賀
城
お
よ
び
大
崎
・
牡
鹿
地
方
の
諸
城
柵
・
官
衙
（
玉
造
等
五

柵

と
黒
川
以
北
十
郡
の
郡
家
）
の
造
営
開
始
、
調
庸
制
の
廃
止
と
「
更
税
」
の
制
の

創
設
に
加
え
て
、
鎮
守
府
ー
鎮
兵
体
制
の
創
設
、
さ
ら
に
は
黒
川
以
北
十
郡
の
建
置
、

石

城
・
石
背
両
国
の
陸
奥
国
へ
の
再
統
合
に
よ
る
広
域
陸
奥
国
の
復
活
な
ど
、
一
連

の
政
策
が
矢
継
ぎ
ば
や
に
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
政
策
は
、
後
文
で
く
わ
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
律
令
制
的
支
配
の
根

幹
で
あ
る
調
庸
制
の
停
止
、
令
外
官
の
鎮
守
府
と
や
は
り
令
外
の
兵
制
で
あ
る
鎮
兵

制
の
創
設
と
い
う
政
策
の
内
容
か
ら
み
て
も
、
律
令
制
の
原
則
を
大
き
く
変
更
す
る
、

と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
端
的
に
い
っ
て
、
養
老
四
年
に

勃
発
し
た
蝦
夷
の
反
乱
を
契
機
に
、
律
令
支
配
層
が
、
従
前
の
よ
う
に
律
令
制
の
枠

内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
蝦
夷
を
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
認
識

を
強
く
も
つ
に
い
た
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
乱
の
直
前
の
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
い
っ
た
ん
分

離
し
た
石
城
・
石
背
両
国
を
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
ご
ろ
ま
で
に
急
遽
再
併
合
し

て
、
広
域
陸
奥
国
を
復
活
さ
せ
た
こ
と
な
ど
も
、
そ
れ
以
前
の
奥
羽
政
策
の
延
長
線

上

で

と
ら
え
る
こ
と
は
や
は
り
無
理
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
土
田
直
鎮
氏
が
「
養
老
四

年
か
ら
五
年
に
か
け
て
蝦
夷
の
叛
乱
が
あ
り
、
之
に
対
し
て
辺
境
諸
国
統
一
指
揮
の

必
要
が
痛
感
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
五
年
八
月
に
出
羽
国
を
陸
奥
按
察
使
の
管

下

に
置
い
た
の
も
（
『
続
日
本
紀
』
同
月
癸
巳
条
）
そ
の
為
で
あ
る
。
此
の
様
な
状

況
下

に
、
新
置
早
々
の
基
礎
薄
弱
な
城
背
二
国
を
廃
止
す
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
で

あ
っ
て
、
両
国
停
廃
の
時
期
は
や
は
り
養
老
五
年
頃
に
之
を
求
む
べ
き
で
あ
ら
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

思

ふ
」
と
、
両
国
の
停
廃
と
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
と
の
関
係
を
指
摘
し
た
の
は

ま
さ
に
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
乱
後
ま
も
な
く
造
営
に
着
手
さ
れ
、

神
亀
元
年
に
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
多
賀
城
は
、
は
じ
め
か
ら
同
時
期
に
再
置
さ

れ

た
広
域
陸
奥
国
の
新
た
な
国
府
と
し
て
建
置
さ
れ
た
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
第
0
節
で
改
め
て
検
討
を
加
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
は
、
和
銅
初
年
以
来
、
律
令
国
家
が
進

め

て

き
た
奥
羽
政
策
を
完
全
に
破
綻
さ
せ
、
新
た
な
蝦
夷
支
配
体
制
の
構
築
へ
と
向

か

わ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
多
賀
城
の
成
立
意
義
の
究
明
は
、

一
に
か
か
っ
て
、
乱
後
に
そ
の
構
築
に
着
手
さ
れ
る
新
た
な
支
配
体
制
の
内
実
の
解

明
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
小
稿
で
は
、
多
賀
城
の
成
立
を
、
養
老
四
年

の

蝦
夷
の
反
乱
後
に
推
進
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
蝦
夷
支
配
体
制
樹
立
の
動

き
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
そ
の
意
義
を
と
ら
え
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。

0
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
と
多
賀
城
の
造
営
開
始
時
期

　
多
賀
城
碑
に
記
さ
れ
た
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
と
い
う
多
賀
城
の
創
建
年
次
は
、

平
川
氏
が
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
完
成
の
時
点
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

造
営
自
体
は
そ
れ
以
前
か
ら
着
手
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
本
節
で
は
、
養
老

四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
と
多
賀
城
の
造
営
開
始
の
時
期
的
関
連
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
八
世
紀
最
初
の
庚
申
の
年
に
あ
た
る
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
は
、
隼
人
と
蝦
夷
の

反
乱
が
律
令
国
家
の
西
辺
と
東
辺
で
相
つ
い
で
起
こ
っ
た
動
乱
の
年
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
二
月
に
は
隼
人
が
反
乱
を
起
こ
し
大
隅
国
守
陽
侯
史
麻
呂
を
殺
害
す
る
と
い

う
事
件
が
起
こ
る
（
同
年
二
月
壬
子
〈
2
9
日
〉
条
）
。
中
央
政
府
は
す
ぐ
さ
ま
大
伴
旅

人

を
征
隼
人
持
節
大
将
軍
と
す
る
征
隼
人
軍
を
編
成
し
（
同
年
三
月
丙
辰
〈
4
日
〉

条
）
、
征
討
に
向
か
わ
せ
る
。
八
月
に
は
将
軍
の
旅
人
が
召
還
さ
れ
て
い
る
が
、
副

将
軍
ら
は
「
隼
人
未
・
平
。
宜
二
留
而
屯
一
焉
」
と
命
じ
ら
れ
て
そ
の
後
も
征
戦
に
し

た
が
い
（
同
年
八
月
壬
辰
〈
1
2
日
〉
条
）
、
翌
年
七
月
よ
う
や
く
斬
首
・
獲
虜
合
わ
せ

て
一
四
〇
〇
の
戦
果
を
も
っ
て
凱
旋
し
て
い
る
（
同
五
年
七
月
壬
子
〈
7
日
〉
条
）
。

　
隼
人
の
反
乱
が
ま
だ
収
ま
ら
な
い
四
年
九
月
に
、
今
度
は
陸
奥
の
蝦
夷
の
反
乱
が

勃
発
し
、
按
察
使
上
毛
野
広
人
が
殺
さ
れ
る
（
同
年
九
月
丁
丑
〈
2
8
日
〉
条
）
。
そ
れ

に
対
し
て
政
府
は
、
す
ぐ
さ
ま
持
節
征
夷
将
軍
多
治
比
県
守
・
副
将
軍
下
毛
野
石
代

以
下
の
主

力
を
陸
奥
側
へ
、
持
節
鎮
秋
将
軍
阿
倍
駿
河
以
下
を
反
乱
の
波
及
を
防
ぐ

た
め
に
出
羽
側
へ
派
遣
す
る
と
い
う
方
策
を
と
っ
た
（
同
年
九
月
戊
寅
〈
2
9
日
〉
条
）
。

6
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和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
三
月
の
越
後
の
蝦
夷
の
反
乱
の
際
に
、
征
越
後
蝦
夷
将
軍
佐

伯
石
湯
以
下
の
主
力
を
越
後
側
へ
派
遣
し
、
陸
奥
鎮
東
将
軍
巨
勢
麻
呂
以
下
の
軍
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
〕

を
陸
奥
側
に
派
遣
し
た
（
同
年
三
月
壬
戌
〈
5
日
〉
条
）
の
と
同
様
の
軍
略
で
あ
る
。

そ
の
後
の
戦
闘
経
過
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
が
、
翌
五
年
四
月
に
征
夷
将
軍
・
鎮

秋
将
軍
ら
が
そ
ろ
っ
て
帰
還
し
て
い
る
（
同
年
四
月
乙
酉
〈
9
日
〉
条
）
。
そ
し
て
養

老
六
年
（
七
一
三
）
四
月
に
い
た
っ
て
、
蝦
夷
・
隼
人
の
征
討
に
し
た
が
っ
た
将
軍

以
下

の
軍
士

と
有
功
の
蝦
夷
・
訳
語
に
勲
位
を
授
け
て
い
る
（
同
年
四
月
丙
戌
〈
1
6

日
〉
条
）
。

　
律
令

国
家
は
和
銅
五
年
（
七
＝
一
）
の
出
羽
国
の
建
国
に
つ
い
で
、
和
銅
六
年

（七

＝
二
）
の
丹
取
郡
の
建
郡
、
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
の
東
国
六
ヶ
国
の
富
民
一

千
戸
の

移
配
な
ど
、
陸
奥
国
へ
の
積
極
策
を
推
進
し
て
き
た
が
（
表
1
参
照
）
、
こ

の

よ
う
な
動
き
に
対
す
る
蝦
夷
側
の
反
発
が
反
乱
の
主
た
る
原
因
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
近
年
の
多
賀
城
政
庁
と
外
郭
南
門
を
結
ぶ
正
面
道
路
跡
の
調
査
（
第
四
四

次
調
査
）
に
お
い
て
、
暗
渠
施
設
の
裏
込
め
土
と
暗
渠
の
埋
り
土
か
ら
多
量
の
木
簡

　
　
　
　
（
1
2
）

が
出
土
し
た
。
こ
の
暗
渠
施
設
は
多
賀
城
創
建
期
の
道
路
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
裏
込
め
土
は
創
建
当
初
の
道
路
の
敷
設
に
伴
う
工
事
で
詰
め
込
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
創
建
の
時
期
を
直
接
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
裏
込
め
土

か

ら
出
土
し
た
多
数
の
木
簡
の
大
半
は
削
屑
で
あ
り
、
一
括
投
棄
さ
れ
た
も
の
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
｝

ら
れ
る
。
平
川
氏
が
年
代
決
定
の
直
接
の
根
拠
と
し
た
の
は
つ
ぎ
の
四
点
で
あ
る
。

①

『口
一
口
』

黒
万
呂
姉
占
マ
麻
用
売

弟
万
呂
母
占
マ
小
富
売
口

戸
主

同
族
［
］

　
　
　
　
　

（
＝
八
）
×
（
三
八
）
×
七

（界
線
は
い
ず
れ
も
刻
線
）

　
（
菊
多
力
）

②

口
口
郡
君
子
部
荒
国

（
一
二
三
）
　
×
　
（
二
六
）

〇
八
一

〇
九
一

⑱
主
典
一

　
（
鉦
力
）

⑲

口
師
四

〇
九
一

　
　
　
　
　
　
　
　
〇
九
一

（⑱
と
⑲
は
同
一
木
簡
の
削
屑
）

　

1
号
木
簡
は
歴
名
で
は
あ
る
が
、
通
常
の
「
続
柄
＋
人
名
」
で
は
な
く
、
「
人
名

＋
続
柄
＋
人
名
」
と
い
う
記
載
順
で
、
刻
界
が
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
平
川

氏

は
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
御
野
型
戸
籍
の
様
式
を
踏
襲
し
た
抜
書
と
み
な
し
、
「
大
宝

二
年
籍
で
は
美
濃
・
陸
奥
（
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
よ
り
の
類
推
）
両
国
型
戸
籍
と
西

海
道
型
戸
籍
が
併
存
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
和
銅
元
年
籍
・
和
銅

七
年
籍
は
現
存
史
料
が
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、
養
老
以
前

に
は
戸
籍
の
統
一
が
い
ま
だ
成
ら
ず
、
養
老
五
年
籍
に
お
い
て
は
じ
め
て
全
国
的
に

様
式
の
統
一
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
養
老
五
年
籍
以
降
は
若
干
の
用
語
な
ど

で

変
更
は
認
め
ら
れ
る
が
、
養
老
五
年
籍
に
お
い
て
記
載
様
式
が
統
一
さ
れ
、
そ
れ

以
降
戸
籍
・
計
帳
は
全
国
的
に
一
定
し
た
様
式
を
踏
襲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」

と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
平
川
氏
は
本
木
簡
の
下
限
を
、
戸
令
の
規
定
に
し

た

が
っ
て
養
老
五
年
籍
が
完
成
し
た
と
す
れ
ば
、
翌
養
老
六
年
五
月
三
十
日
と
す
る
。

　

2
号
木
簡
は
「
非
常
に
薄
い
削
屑
で
、
郡
の
上
部
が
欠
損
し
て
確
定
し
が
た
い
が
、

「多
」
は
ほ
と
ん
ど
問
題
な
い
が
、
陸
奥
・
石
城
・
石
背
三
国
内
で
考
え
る
な
ら
ば
、

現
存
第
一
字
目
は
「
菊
」
の
一
部
の
字
画
と
み
て
よ
い
と
判
断
で
き
る
」
が
、
菊
多

郡
は
養
老
二
年
（
七
一
八
）
五
月
に
新
た
に
置
か
れ
た
郡
な
の
で
（
同
年
五
月
乙
未

〈
2
日
〉
条
）
、
そ
れ
以
降
の
木
簡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
18

号
・
1
9
号
の
二
点
の
木
簡
は
、
『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
　
一
九

八
三
　
多
賀
城
跡
』
に
「
同
一
木
簡
の
削
屑
と
み
ら
れ
、
と
も
に
官
職
名
と
員
数
を

記

し
て
い
る
。
⑲
は
残
画
か
ら
み
て
「
鉦
」
の
可
能
性
も
あ
る
」
と
あ
り
、
平
川
氏

は
、
ま
ず
「
こ
の
二
点
は
、
本
来
同
一
木
簡
か
ら
削
り
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
内
容
は
、
密
接
な
関
連
を
も
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
う

え
で
、
「
鉦
は
戦
闘
行
動
等
に
際
し
て
大
軍
の
行
進
の
合
図
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ

66
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ろ
う
。
い
わ
ば
、
鉦
と
そ
れ
を
指
揮
す
る
鉦
師
は
、
非
常
時
の
征
討
軍
な
ど
に
は
必

要
不
可
欠
の

構
成
員
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
一
方
「
主
典
」
と
い
う
表
記
も
、

鉦
師
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
当
然
征
討
軍
の
第
四
等
官
・
主
典
（
軍
曹
）
に
相
当
す

る
で
あ
ろ
う
。
軍
防
令
将
帥
出
征
条
の
義
解
の
注
に
は
「
軍
曹
者
。
大
主
典
也
。
録

事
者
。
少
主
典
也
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
鉦
師
」
と
「
主
典
」
が
征
夷
軍
の
構

成
員
と
す
る
な
ら
ば
、
八
世
紀
前
半
の
蝦
夷
反
乱
と
そ
れ
に
対
す
る
征
夷
軍
派
遣
が

取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
論
を
進
め
る
。
す
る
と
本
木
簡
と
関
連
す

る
の
は
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
以
外
に
は
考
え
が
た
い
こ
と
に
な
り
、
「
木
簡

の

廃
棄
年
代
は
、
お
そ
ら
く
（
征
夷
軍
が
都
に
帰
還
し
た
）
養
老
五
年
四
月
以
降
ま

も
な
い
時
期
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
す
る
。
こ
う
し
て
暗
渠
裏
込
め
出

土
の

木
簡
の
年
代
幅
を
養
老
五
年
四
月
～
養
老
六
年
五
月
の
間
と
し
、
つ
ぎ
に
暗
渠

東
半
部
の
埋
り
土
出
土
の
木
簡
の
年
代
の
検
討
か
ら
、
暗
渠
埋
り
土
の
年
代
幅
を
養

老
六
年
六
月
～
天
平
十
年
（
七
三
八
）
の
間
と
考
定
し
て
、
暗
渠
裏
込
め
出
土
木
簡

の
傍
証

と
す
る
。
そ
し
て
「
政
庁
と
外
郭
南
門
を
結
ぶ
道
路
跡
の
創
置
年
代
は
、
養

老
五
年
四
月
以
降
お
そ
ら
く
養
老
六
年
に
か
け
て
の
頃
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
木
簡
は
い
ず
れ
も
断
片
で
年
紀
の
記
載
も
な
く
、
そ
の
年
代
を
確
定
す

る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、
平
川
氏
の
多
方
面
か
ら
の
周
到
な
考
察
に
よ
っ
て
、
そ

れ
が
ご

く
短
か
い
年
代
幅
に
し
ぼ
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
。

1
号
木
簡
に
よ
る
下
限
年
代
の
設
定
に
い
く
つ
か
の
仮
定
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
点
や
、

木
簡
の
作
成
か
ら
廃
棄
ま
で
を
ど
の
く
ら
い
に
み
る
か
、
な
ど
に
若
干
の
不
確
定
要

素
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
ほ
ぼ
妥
当
な
推
定
と
い
え
よ
う
。
氏
の
出
土
木

簡
に
よ
る
多
賀
城
創
建
年
代
の
考
定
は
、
本
稿
に
お
け
る
乱
後
の
律
令
国
家
の
辺
境

政
策
の
転
換
時
期
の
析
出
結
果
と
も
よ
く
照
応
す
る
の
で
あ
る
（
第
0
節
参
照
）
。

　

こ
う
し
て
、
平
川
氏
に
よ
っ
て
養
老
四
年
の
征
討
の
終
了
後
、
程
な
く
し
て
多
賀

城
の
造
営
が
は

じ
め
ら
れ
た
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
多
賀

城
の

研
究
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
小
稿
で
も
こ
の
新
事
実
を
ふ

ま
え
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

②
調
庸
制
の
停
止
と
新
「
税
」
制
の
施
行

　

さ
て
、
養
老
四
年
に
相
つ
い
で
起
こ
っ
た
隼
人
と
蝦
夷
の
反
乱
は
、
さ
き
に
み
た

よ
う
に
、
同
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
ほ
ぼ
鎮
圧
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
在
地
の
混

乱

は
そ
の
後
も
な
か
な
か
収
拾
さ
れ
な
か
っ
た
。
養
老
五
年
（
七
二
一
）
六
月
に
は

「
陸
奥
・
筑
紫
辺
塞
之
民
、
数
遇
姻
塵
↓
疾
コ
労
戎
役
。
加
以
、
父
子
死
亡
、
室
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
サ

離
散
。
言
念
於
此
↓
深
以
衿
懐
。
宜
・
令
・
出
・
当
年
調
庸
一
」
（
同
年
六
月
乙
酉
〈
1
0

日
〉
条
）
と
あ
っ
て
、
戦
禍
を
こ
う
む
っ
た
陸
奥
・
筑
紫
の
「
辺
塞
」
（
‖
城
柵
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

地
域
）
の
住
民
の
調
庸
を
「
出
」
（
H
免
除
）
し
て
い
る
。

　
つ
い
で
、
翌
六
年
閏
四
月
に
は
著
名
な
百
万
町
歩
開
墾
計
画
を
含
む
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
四
項
か
ら
な
る
太
政
官
奏
が
出
さ
れ
た
。

　
　
太
政
官
奏
日
、

　
①

廼
者
、
辺
郡
人
民
、
暴
被
一
冠
賊
⇒
遂
適
・
東
西
、
流
離
分
散
。
若
不
・
加
衿

　
　
皿
、
恐
胎
・
後
患
。
是
以
、
聖
王
立
・
制
、
亦
務
実
・
辺
者
、
蓋
以
・
安
一
中
国
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
望
請
、
ω
陸
奥
按
察
使
管
内
、
百
姓
庸
調
侵
免
、
勧
コ
課
農
桑
べ
教
コ
習
射
騎
。

　
　
更
税
助
辺
之
資
、
使
・
擬
二
賜
・
夷
之
禄
⇔
其
税
者
、
毎
・
卒
一
人
ハ
輸
・
布
長
一

　
　
丈
三
尺
、
潤
一
尺
八
寸
、
三
丁
成
・
端
。
回
其
国
授
刀
・
兵
衛
・
々
士
、
及
位

　
　
子
・
帳
内
・
資
人
、
井
防
閤
・
仕
丁
・
采
女
・
仕
女
、
如
・
此
之
類
、
皆
悉
放

　
　
還
、
各
従
二
本
色
。
若
有
・
得
・
考
者
、
以
’
⊥
ハ
年
一
為
・
叙
。
一
叙
以
後
、
自
依
二

　
　
外
考
。
内
即
他
境
之
人
、
経
・
年
居
住
、
准
・
例
徴
税
、
以
・
見
来
占
附
後
一
年
↓

　
　
而
後
依
・
例
。

②

又
食
之
為
本
、
是
民
所
・
天
。
随
・
時
設
・
策
、
治
・
国
要
政
。
望
請
、
勧
・
農

　
　
積
・
穀
、
以
備
・
水
早
⇔
伍
委
・
所
司
（
差
」
発
人
夫
へ
開
・
墾
膏
膜
之
地
良
田
一

　
　
百
万
町
。
其
限
・
役
十
日
、
便
給
’
根
食
↓
所
・
須
調
度
、
官
物
借
・
之
、
秋
収
而

　
　
後
、
即
令
・
造
備
。
若
有
下
国
郡
司
詐
作
逗
留
ハ
不
中
肯
開
墾
O
並
即
解
却
。

6
7
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難
・
経
一
恩
赦
一
、
不
・
在
二
免
限
過
如
部
内
百
姓
、
荒
野
・
閑
地
、
能
加
・
功
力
⇒

　
　
収
コ
獲
雑
穀
三
千
石
已
上
↓
賜
・
勲
六
等
。
一
千
石
以
上
、
終
・
身
勿
・
事
。
見

　
　
帯
二
八
位
已
上
↓
加
二
勲
一
転
。
即
酬
賞
之
後
、
稽
遅
不
・
営
、
追
奪
・
位
記
べ
各

　
　
還
・
本
色
⇔

　
③

又
公
私
出
挙
、
取
－
利
十
分
之
三
過

　
④

又
言
、
用
・
兵
之
要
、
衣
食
為
・
本
。
鎮
無
・
儲
根
⇒
何
堪
・
固
守
。
募
・
民
出
・

　
　
　
　
　
　
　
｛
1
5
）

　
　
穀
、
運
コ
輸
鎮
所
↓
程
二
道
遠
近
一
為
・
差
。
委
輸
以
・
遠
二
千
斜
、
次
三
千
斜
、

　
　
近
四
千
解
↓
授
一
外
従
五
位
下
。

　
　
奏
可
之
。
其
六
位
已
下
、
至
・
八
位
已
上
⇒
随
・
程
遠
近
一
運
・
穀
多
少
、
亦
各

　
　
有
・
差
。
語
具
・
格
中
。
（
同
年
閏
四
月
乙
丑
〈
2
5
日
〉
条
）

　
①
の
「
陸
奥
按
察
使
管
内
」
が
②
以
下
に
も
か
か
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
か

つ
て

論
争
が
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
陸
奥
国
に
関
わ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
①
と
④

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
①
で
は
、
ま
ず
冒
頭
に
「
廼
者
、
辺
郡
人
民
、
暴
被
・
冠
賊
べ
遂
適
東
西
へ
流
離

分
散
。
若
不
・
加
・
衿
舳
、
恐
胎
・
後
患
。
是
以
、
聖
王
立
・
制
、
亦
務
実
・
辺
者
、
蓋

以
・
安
・
中
国
一
也
」
と
あ
っ
て
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
の
影
響
で
、
辺
郡
の
人

民
の
多
く
が
流
浪
の
民
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
あ
げ
、
「
務
実
・
辺
者
、
蓋
以
・

安
・
中
国
一
也
」
、
す
な
わ
ち
辺
境
の
充
実
に
務
め
れ
ば
「
中
国
」
の
諸
国
も
安
定
す

る
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
㈲
～
内
の
諸
施
策
を
奏
上
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
注

目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸
政
策
が
乱
後
の
辺
郡
の
混
乱
の
収
拾
策
と
し
て
立
案

さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
政
策
の
目
的
は
「
務
実
・
辺
」
、

す
な
わ
ち
辺
郡
一
帯
の
秩
序
を
回
復
し
民
力
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

官
奏
は
す
こ
ぶ
る
難
解
で
あ
る
が
、
近
年
、
鈴
木
拓
也
氏
が
詳
細
に
分
析
を
お
こ
な

　
　
　
　
　
　
め
　

っ

て

い

る
の
で
、
以
下
、
そ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
、
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
ω
で
は
、
前
段
で
、
陸
奥
按
察
使
管
内
（
養
老
二
年
に
陸
奥
国
か
ら
分
立
し

た
石
城
・
石
背
両
国
に
陸
奥
国
・
出
羽
国
）
の
百
姓
の
庸
調
を
免
除
し
（
「
侵
免
」

は
「
や
め
免
ず
る
」
の
意
　
　
鈴
木
説
）
、
農
桑
の
勧
課
と
射
騎
の
教
習
を
お
こ
な

う
こ
と
、
ま
た
庸
調
を
免
除
し
た
代
わ
り
に
、
助
辺
の
資
と
し
て
「
更
税
」
の
制
を

も
う
け
、
こ
れ
を
夷
禄
に
充
て
る
こ
と
、
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
税
の
布
は
三
丁

成
端
で
、
一
丁
（
「
卒
」
は
「
丁
」
と
同
義
に
も
使
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
正
丁

の
意
で
あ
ろ
う
　
　
鈴
木
説
）
あ
た
り
の
輸
納
分
は
一
丈
三
尺
×
一
尺
八
寸
1
1
二
三
・

四
平
方
尺
と
な
る
。
養
老
元
年
（
七
一
七
）
以
降
、
諸
国
で
は
一
丁
の
調
庸
布
を
合

成
し
て
、
四
丈
二
尺
×
二
尺
四
寸
‖
一
〇
〇
・
八
平
方
尺
を
一
端
と
し
て
輸
納
す
る

よ
う
定
め
ら
れ
た
の
で
（
『
令
集
解
』
賦
役
令
1
調
絹
維
条
古
記
所
引
養
老
元
年
十

二
月
二
日
格
）
、
陸
奥
国
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ

の

と
き
の
税
布
は
、
面
積
比
で
調
庸
布
の
四
分
の
一
以
下
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
大

幅
な
負
担
減
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
ω
に
は
「
更
税
助
辺
之
資
、
使
・
擬
一
賜
・
夷
之
禄
」
と
あ
り
、
徴
収
し
た
税
布
を

す
べ
て
夷
禄
の
財
源
に
あ
て
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
時
点
で
の
律

令
国
家
の
蝦
夷
支
配
の
基
本
方
針
の
一
つ
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
乱
後
、
民
力
の
休
養
が
焦
眉
の
急
と
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
夷
禄
の
財

源
だ
け
は
優
先
し
て
確
保
す
る
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
夷
禄
の
支
給
に
よ
っ
て
蝦
夷
を
懐
柔
す
る
こ
と
が
、
乱
後
の
辺
郡
の
混

乱

を
収
拾
す
る
の
に
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
鈴
木
氏
は
、
更
税
の
布
が
調
庸
布
に
比
べ
て
四
分
の
一
程
度
の
負
担
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
「
こ
れ
以
前
か
ら
全
調
庸
布
の
う
ち
の
四
分
の
一
近
く
の
布
が
夷
禄
と
し

て

当
国
で
消
費
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
推
測
し
て
い

る
。
養
老
六
年
以
前
に
も
、
陸
奥
按
察
使
管
内
の
調
庸
の
一
部
は
夷
禄
と
し
て
当
国

で
消
費
さ
れ
て
い
た
と
す
る
推
定
は
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
乱
後
の
収
拾
策

と
し
て
出
さ
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
夷
禄
の
支
給
額
は
従
前
通
り
で
は
な
く
、

一
定
の
増
額
が
あ
っ
た
と
み
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
ω
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
と
き
の
百
姓
の
調
庸
免
除
と
い
う
負
担
減
と

並
行
し
て
、
農
桑
の
勧
課
と
射
騎
の
教
習
の
実
施
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
と
き
の
負
担
軽
減
策
が
単
に
民
力
休
養
の
た
め
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

砧
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奥
羽
の
百
姓
一
般
の
勧
農
と
軍
事
教
練
と
い
う
、
よ
り
積
極
的
な
在
地
の
基
盤
強
化

を
も
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
⑰
は
、
京
師
に
出
仕
・
出
役
し
て
い
る
陸
奥
按
察
使
管
内
出
身
の
ト
ネ
リ

や
衛

士
・
仕
丁
な
ど
の
本
国
へ
の
召
還
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
北
啓
太

氏
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
「
陸
奥
現
地
の
国
力
、
特
に
軍
事
力
の
充
実
を
目
的

　
　
　
　
　
り
　

と
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
ω
の
射
騎
の
教
習
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
最
後
の
内
は
、
ω
の
「
更
税
」
の
制
の
実
施
に
付
随
す
る
規
定
で
あ
る
。
や
は
り

難
解
な
文
章
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
す
で
に
他
国
か
ら
移
住
し
て
き
て
い
る
、
い

わ

ゆ
る
柵
戸
の
人
々
か
ら
は
、
本
官
奏
で
定
め
た
通
例
ど
お
り
「
税
」
を
徴
収
す
る

が
、
今
後
来
占
す
る
人
に
は
一
年
に
限
り
復
を
与
え
、
そ
の
後
は
通
例
ど
お
り

「税
」
の
布
を
徴
収
す
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
（
鈴
木
論
文
参
照
）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
調
庸
制
の
停
止
と
「
更
税
」
の
制
の
実
施
、
ト
ネ
リ
や
衛
士
・
仕

丁

な
ど
の
本
国
へ
の
召
還
な
ど
を
定
め
た
①
は
、
全
体
と
し
て
は
、
養
老
四
年
の
蝦

夷
の
反
乱
後
の
辺
郡
の
人
民
の
動
揺
を
し
ず
め
て
民
力
を
回
復
さ
せ
る
と
と
も
に
、

奥
羽
の
国
力
、
就
中
、
軍
事
力
を
強
化
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、
合
わ
せ
て
蝦
夷

対
策
と
し
て
の
夷
禄
の
財
源
の
確
保
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
①

は
、
養
老
四
年
の
反
乱
、
お
よ
び
そ
れ
を
契
機
に
辺
郡
を
中
心
に
生
起
し
た
新
た
な

事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
、
律
令
国
家
が
実
施
を
決
断
し
た
政
策
の
一
つ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
政
策
の
中
心
が
律
令
制
の
根
幹
と
い
う
べ
き
調

庸
制
の
停
止
に
あ
っ
た
こ
と
で
、
律
令
国
家
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
奥
羽
か
ら
毎
年
京

進

さ
れ
て
く
る
調
庸
物
の
得
分
を
す
べ
て
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
大
幅
な
負
担
減
を
断

行

し
て
、
乱
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
奥
羽
の
民
力
の
休
養
を
は
か
り
、
さ
ら
に
は
、
よ

り
積
極
的
に
在
地
の
軍
事
的
基
盤
の
強
化
を
も
意
図
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す

も
の
で
、
律
令
国
家
の
、
乱
と
そ
の
影
響
に
対
す
る
衝
撃
の
大
き
さ
と
、
蝦
夷
支
配

の
再
建

に
対
す
る
断
固
た
る
決
意
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

③
鎮
所
の
実
態

1

養
老
～
神
亀
期
の
鎮
所
史
料

　

つ
ぎ
に
、
④
に
初
見
し
、
以
後
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
ま
で
の
『
続
日
本
紀
』

に
集
中
的
に
現
わ
れ
る
陸
奥
国
の
「
鎮
所
」
の
検
討
を
お
こ
な
い
た
い
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
に
み
え
る
「
鎮
所
」
に
関
し
て
は
、
種
々
の
説
が
提
起
さ
れ
て
い

て
、
い
ま
だ
定
見
を
み
て
い
な
い
。
古
く
は
鎮
守
府
の
前
身
と
解
し
、
そ
れ
が
恒
久

施
設
化
し
て
鎮
守
府
と
な
っ
て
国
府
が
併
置
さ
れ
、
多
賀
城
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
、
と
み
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
多
賀
城
跡
で
発
掘
調
査
が
実
施

さ
れ
た
結
果
、
多
賀
城
が
軍
事
的
な
前
線
基
地
と
さ
れ
る
鎮
所
か
ら
発
展
し
て
陸
奥

国
府
兼
鎮
守
府
に
な
っ
た
と
は
考
え
が
た
く
、
最
初
か
ら
国
府
と
鎮
守
府
を
併
置
し

た
陸
奥
国
の
中
心
的
な
官
衙
と
し
て
建
置
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
遺
構
の
変
遷
か

ら
確
実
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
古
学
的
な
成
果
を
受
け
て
佐
々
木
茂
槙
氏
は
、
養
老
～
神
亀
期
の

「鎮
所
」
を
「
単
数
の
施
設
と
み
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
し
て
、
「
当
時
建
郡
が
進

行
中
の
宮
城
県
北
部
地
方
に
、
そ
の
中
核
と
し
て
お
か
れ
た
柵
戸
収
納
の
行
政
的
性

格
の

つ

よ
い
複
数
の
城
柵
の
総
称
」
で
あ
り
、
「
天
平
九
年
四
月
条
に
あ
ら
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

「
玉
造
等
諸
柵
」
は
、
陸
奥
国
鎮
所
の
整
備
発
展
し
た
も
の
」
と
主
張
し
た
。
「
鎮

所
」
を
複
数
の
施
設
と
み
る
点
や
、
玉
造
等
五
柵
と
の
関
連
を
重
視
す
る
点
な
ど
は
、

こ
の
あ
と
検
討
す
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
し
た
が
う
べ
き
見
解
と
考
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
平
川
南
氏
は
、
佐
々
木
氏
ら
の
説
が
「
従
来
の
鎮
所
か
ら
鎮
守
府
、

さ
ら
に
国
府
も
併
置
さ
れ
た
と
す
る
多
賀
城
の
発
展
段
階
説
に
対
し
て
、
大
き
な
訂

正
を
求
め
た
も
の
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
承
認
さ
れ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、

「鎮
所

を
多
賀
城
以
外
の
軍
事
上
の
要
地
に
求
め
る
3
氏
〔
‖
岡
田
茂
弘
・
工
藤
雅

樹
・
佐
々
木
茂
禎
の
三
氏
ー
引
用
者
補
〕
の
見
解
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
鎮
所
は

前
進
基
地
と
し
て
の
防
御
的
施
設
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
通
説
に
立
脚
し
た
も
の
だ

6
9
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け
に
、
に
わ
か
に
従
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
し
て
批
判
し
、
氏
自
身
は
、
「
8

C
前
半
に
集
中
し
て
み
え
る
陸
奥
国
「
鎮
所
」
は
大
同
3
年
条
の
鎮
所
1
1
“
胆
沢
之

地
”
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
鎮
所
‖
”
多
賀
之
地
”
と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
実

は
陸
奥
の
国
府
の
お
か
れ
た
多
賀
城
を
中
心
と
し
て
8
C
を
通
じ
て
主
と
し
て
鎮
守

の

対
象
地
は
現
宮
城
県
北
部
の
い
わ
ゆ
る
「
黒
川
以
北
諸
郡
」
と
い
う
こ
と
で
あ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
と
し
、
ま
た
「
東
北
地
方
の
鎮
所
は
施
設
の
み
で
な
く
、
そ
の
鎮
守
す
る
所
と
い

う
支
配
圏
の
よ
う
な
広
が
り
を
も
意
味
し
て
い
る
」
（
傍
点
原
文
）
と
も
い
い
、
結

論
的
に
は
「
『
鎮
所
』
は
軍
所
と
同
様
、
鎮
守
府
の
よ
う
な
正
式
機
関
名
で
は
な
い
。

『鎮
所
』
の
呼
称
は
『
軍
所
』
の
例
に
近
く
、
鎮
守
将
軍
の
管
す
る
所
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

で
、
特
定
の
施
設
名
な
り
、
機
関
名
と
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
鎮
所
」

が
正
式
の
機
関
名
で
な
い
と
い
う
点
に
は
賛
同
す
る
が
、
鎮
守
将
軍
の
管
轄
す
る
一

定
の
支
配
圏
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
い
う
理
解
に
は
し
た
が
い
が
た
い
。
後
文
で
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

討
す
る
よ
う
に
、
「
鎮
所
」
は
一
般
に
何
ら
か
の
軍
事
的
機
能
を
有
す
る
施
設
（
複

数
の
こ
と
も
あ
る
）
を
さ
す
名
辞
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
養
老
・
神
亀
期
の
陸
奥
国
鎮
所
に
関
し
て
は
、
い
ま
だ
に
通
説
と

い

え
る
も
の
が
な
い
状
況
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
「
鎮
所
」
が
養
老
四
年
の
蝦
夷
の

反
乱
後
の
緊
迫
し
た
状
況
下
で
、
調
庸
制
の
停
廃
な
ど
の
施
策
と
い
っ
し
ょ
に
出
さ

れ

た
運
穀
奨
励
策
（
官
奏
④
）
に
お
い
て
初
め
て
登
場
し
て
く
る
こ
と
、
ま
た
、
先

学

も
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
柵
戸
の
移
配
先
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は

ち
ょ
う
ど
多
賀
城
と
玉
造
等
五
柵
・
黒
川
以
北
十
郡
の
郡
家
等
の
造
営
時
期
に
あ
た

っ

て

い

る
と
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
再
検
討
し
て
み
た
い
。

　
つ

ぎ
に
、
「
鎮
所
」
関
係
の
史
料
の
個
別
的
な
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
く
こ
と
に

す
る
。
ま
ず
鎮
所
へ
の
運
穀
を
奨
励
し
た
養
老
六
年
（
七
二
二
）
の
太
政
官
奏
の
④

を
と
り
あ
げ
よ
う
。
④
に
は
、
冒
頭
に
「
用
・
兵
之
要
、
衣
食
為
・
本
。
鎮
無
・
儲
根
↓

何
堪
・
固
守
一
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
「
鎮
」
が
「
兵
」
を
配
備
し
た
守
備
機
能
を

備
え
た
施
設
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
文
を
後
文
と
対
照
す
る
と
、
鎮
‖
鎮

所
で
、
そ
の
鎮
所
に
運
搬
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
「
穀
」
が
「
用
兵
」
の
た

め

の

「
儲
根
」
、
す
な
わ
ち
軍
根
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
④

は
、
軍
兵
を
配
備
し
た
「
鎮
所
」
へ
の
軍
槙
の
運
搬
を
奨
励
し
、
距
離
の
遠
近
と
運

穀
の
多
少
に
応
じ
て
位
階
を
授
け
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
翌
養
老
七
年
（
七
二
三
）
に
は
、
ω
「
常
陸
国
那
賀
郡
大
領
外
正
七
位
上
宇
治
部

直
荒
山
、
以
・
私
穀
三
千
斜
⇒
献
・
陸
奥
国
鎮
所
泊
授
・
外
従
五
位
下
一
」
（
同
年
二
月

戊
申
〈
1
3
日
〉
条
）
と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
の
神
亀
元
年
に
も
㈲
「
従
七
位
下
大

伴
直
南
淵
麻
呂
、
従
八
位
下
錦
部
安
麻
呂
、
無
位
烏
安
麻
呂
、
外
従
七
位
上
角
山
君

内
麻
呂
、
外
従
八
位
下
大
伴
直
国
持
、
外
正
八
位
上
壬
生
直
国
依
、
外
正
八
位
下
日

下

部
使
主
荒
熊
、
外
従
七
位
上
香
取
連
五
百
嶋
、
正
八
位
下
大
生
部
直
三
穂
麻
呂
、

外
従
八
位
上
君
子
部
立
花
、
外
正
八
位
上
史
部
虫
麻
呂
、
外
従
八
位
上
大
伴
直
宮
足

等
、
献
私
穀
於
陸
奥
国
鎮
所
。
並
授
・
外
従
五
位
下
⊆
（
同
年
二
月
壬
子
〈
2
2
日
〉

条
）
と
い
う
授
位
記
事
が
み
え
て
い
て
、
実
際
に
こ
の
官
奏
の
発
布
後
、
神
亀
元
年

に
か
け
て
の
時
期
に
、
坂
東
な
ど
の
豪
族
が
私
穀
を
陸
奥
の
鎮
所
に
貢
献
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
鎮
所
へ
の
運
穀
が
奨
励
さ
れ
た
時
期
が
、
ち
ょ
う
ど
多

賀
城
の
造
営
期
間
と
一
致
す
る
こ
と
は
、
鎮
所
の
実
態
の
解
明
に
あ
た
っ
て
十
分
に

注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
四
月
に
は
、
ω
「
教
下
坂
東
九
国
軍
三
万
人
教
コ
習

騎
射
⇒
試
刺
練
軍
陳
怜
運
－
練
吊
二
百
疋
、
施
一
千
疋
、
綿
六
千
屯
、
布
一
万
端
於
陸

奥
鎮
所
一
」
（
同
年
四
月
癸
卯
〈
1
4
日
〉
条
）
と
あ
る
。
こ
の
年
の
三
月
に
海
道
の
蝦
夷

が
反
乱

を
起
こ
し
て
、
陸
奥
大
橡
の
佐
伯
児
屋
麻
呂
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起

こ
り
（
同
年
三
月
甲
申
〈
2
5
日
〉
条
）
、
四
月
に
入
っ
て
征
夷
軍
が
任
命
さ
れ
て
い
る

の

で

（同
年
四
月
丙
申
〈
7
日
〉
条
）
、
回
は
こ
の
と
き
の
征
夷
軍
の
兵
士
の
訓
練
と
、

征
夷
に
必
要
な
軍
事
物
資
を
征
夷
の
拠
点
へ
輸
送
す
る
こ
と
を
命
じ
た
記
事
と
解
さ

れ

る
が
、
こ
こ
で
征
夷
時
の
軍
事
物
資
の
輸
送
先
が
「
鎮
所
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
鎮
所
へ
の
物
資
の
運
送
と
は
別
に
、
官
奏
の
わ
ず
か
四
ヶ
月
後

に
④
「
令
ト
諸
国
司
簡
口
点
柵
戸
一
千
人
へ
配
中
陸
奥
鎮
所
－
焉
」
（
養
老
六
年
八
月
丁

70
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卯
〈
2
9
日
〉
条
）
と
、
陸
奥
鎮
所
へ
の
柵
戸
の
移
配
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
鎮

所
が
柵
戸
を
付
属
な
い
し
統
括
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
や
は
り
鎮

所
の
性
格
を
究
明
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
史
料
で
あ
る
。

　
以

上
、
養
老
～
神
亀
期
に
み
え
る
「
鎮
所
」
関
係
の
史
料
を
簡
単
に
検
討
し
て
み

た
が
、
養
老
六
年
官
奏
の
④
の
検
討
か
ら
、
鎮
所
と
は
軍
兵
の
配
備
を
と
も
な
い
、

守
備
機
能
を
備
え
た
施
設
で
、
単
に
「
鎮
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど

を
指
摘
し
た
。
ま
た
ω
か
ら
は
鎮
所
が
征
夷
の
際
の
拠
点
と
な
り
、
征
夷
に
必
要
な

軍
事
物
資
が
輸
送
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
㈲
か
ら
は
、
鎮
所
に
柵
戸
が
付
属
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
た
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
「
鎮
所
」
の
例
一
般
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

2
　
他
の
鎮
所
史
料

　
「
鎮
所
」
に
関
し
て
は
、
陸
奥
国
以
外
で
は
、
回
天
平
六
年
（
七
三
四
）
「
出
雲
国

計
会
帳
」
に
み
え
る
節
度
使
の
「
鎮
所
」
と
、
ω
広
嗣
の
乱
の
際
に
、
広
嗣
軍
の
集

結
場
所
を
「
鎮
所
」
と
呼
ん
で
い
る
（
天
平
十
二
年
〈
七
四
〇
〉
十
月
壬
戌
〈
9
日
〉

条
）
事
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
節
度
使
の
鎮
所
は
石
見
国
に
所
在
し
た
と
考

　
　
　
　
　
（
2
0
）

定
さ
れ
て
お
り
、
軍
事
的
機
能
を
も
つ
施
設
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
が
、

実
体

は
明
確
で
は
な
い
。
一
方
、
後
者
の
広
嗣
方
の
鎮
所
と
は
、
広
嗣
が
筑
前
の
遠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

珂
郡
家
に
造
っ
た
軍
営
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
。

　
ま
た
陸
奥
国
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ほ
か
に
⑧
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）

正
月
己
亥
（
3
0
日
）
条
に
「
他
国
鎮
兵
、
今
見
在
・
戌
者
三
千
餓
人
。
就
・
中
二
千
五

百

人
、
被
二
官
符
べ
解
却
已
詑
。
其
所
・
遺
五
百
鹸
人
、
伏
乞
暫
留
鎮
所
へ
以
守
－
諸

塞
一
」
と
「
鎮
所
」
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
鎮
兵
の
配
備
さ
れ
た
複
数
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

「戊
」
の
こ
と
で
、
つ
ま
り
は
す
ぐ
う
し
ろ
の
「
諸
塞
」
を
さ
す
と
解
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
ω
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
四
月
辛
酉
（
1
5
日
）
条
に
は
、
「
比
年
坂
東
八

国
、
運
・
穀
鎮
所
⇔
而
将
吏
等
、
以
・
稲
相
換
、
其
穀
代
者
、
軽
物
送
・
京
、
荷
得
・

無
・
恥
。
又
濫
役
・
鎮
丘
ぺ
多
営
・
私
甲
」
と
あ
る
。
こ
の
「
鎮
所
」
は
、
坂
東
か
ら

軍
槙
が
搬
入
さ
れ
る
施
設
で
、
か
つ
「
将
吏
」
、
す
な
わ
ち
城
柵
に
派
遣
さ
れ
た
国

　
　
　
　
　
（
2
3
）

司
で
あ
る
城
司
が
駐
在
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
軍
槙
と
い
え
ば
鎮
兵
根
以
外
に
は

考
え
が
た
い
が
、
将
吏
に
よ
っ
て
鎮
兵
が
不
法
に
役
使
さ
れ
て
い
る
と
い
う
記
述
も

あ
る
か
ら
、
こ
の
「
鎮
所
」
も
、
や
は
り
鎮
兵
が
配
備
さ
れ
て
い
た
施
設
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

最
後
の
陸
奥
国
の
「
鎮
所
」
の
史
料
は
、
ω
『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
（
八
〇

八
）
七
月
甲
申
（
4
日
）
条
で
、
「
勅
、
夫
鎮
将
之
任
、
寄
二
功
辺
戊
㊤
不
虞
之
護
、

不
・
可
・
暫
闘
。
今
聞
、
鎮
守
将
軍
従
五
位
下
兼
陸
奥
介
百
済
王
教
俊
、
遠
離
・
鎮
所
↓

常
在
国
府
㊤
償
有
二
非
常
、
何
済
機
要
⇔
辺
将
之
道
、
登
合
・
如
・
此
。
自
今
以
後
、

莫
・
令
一
更
然
一
」
と
い
う
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
鎮
守
将
軍
の
百
済
王
教
俊
は
、
そ

も
そ
も
鎮
将
の
任
は
「
辺
戌
」
に
い
て
功
を
た
て
る
も
の
な
の
に
、
任
所
で
あ
る

「鎮

所
」
に
赴
か
ず
、
遠
く
離
れ
た
国
府
多
賀
城
に
留
ま
っ
て
い
る
、
と
し
て
誼
責

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
鎮
所
」
は
、
直
接
的
に
は
鎮
守
将
軍
の
任
地
、
す
な
わ

ち
鎮
守
府
胆
沢
城
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
で
は
「
鎮
所
」
1
1
「
辺
戌
」
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
や
は
り
兵
士
を
配
備
し
た
施
設
と
い
う
意
味
が
読
み
と

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
古
代
の
「
鎮
所
」
の
史
料
を
検
討
し
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
設

を
「
鎮
所
」
と
称
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
正
式
な

施
設
名
と
み
ら
れ
る
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
い
ず
れ
も
兵
士
が
駐
屯
し
て
い

る
施
設
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
、
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
鎮
所
」
は
、
あ

る
施
設
の
軍
事
的
機
能
に
着
目
し
た
呼
称
で
あ
っ
て
、
そ
の
施
設
が
臨
時
の
軍
営
の

よ
う
な
純
粋
な
軍
事
施
設
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
「
将
吏
」
や
軍
兵
が
常
駐
し
た
り
、

柵
戸
が
付
属
す
る
恒
久
的
な
国
家
施
設
で
も
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
軍
事
的
機
能
を
有

し
て
い
る
場
合
、
そ
の
点
に
着
目
し
て
同
じ
よ
う
に
「
鎮
所
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
佐
々
木
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
⑧
の
「
鎮
所
」
は
明
ら
か
に
複
数
の

施
設
を
さ
し
て
お
り
、
ω
も
一
般
的
な
い
い
方
を
し
て
い
る
の
で
、
同
様
に
複
数
の

施
設
を
さ
す
と
み
て
よ
い
と
考
え
る
。
こ
れ
は
養
老
・
神
亀
期
の
「
鎮
所
」
の
実
態
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を
究
明
す
る
う
え
で
す
こ
ぶ
る
重
要
で
あ
る
。

3
　
陸
奥
国
の
鎮
所
と
城
柵

　
つ
ぎ
に
、
以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
陸
奥
国
の
「
鎮
所
」
と
は
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
施
設
で
あ
っ
た
の
か
を
究
明
し
て
み
た
い
。
陸
奥
国
の
鎮
所
の
性
格
を
ま
と

め

て

み

る
と
、
ω
軍
事
的
に
は
、
軍
根
を
儲
備
し
（
　
　
　
　

　
　
　

（
　
　

（
　
　

（
）
、
鎮
兵
な

ど
の
兵
士
が
駐
屯
し
（
④
・
㈲
・
ω
）
、
か
つ
征
夷
の
際
に
軍
事
物
資
が
送
ら
れ
、

軍
事
行
動
の
拠
点
と
な
っ
た
（
）
C
（
）
。
ま
た
、
②
「
将
吏
」
や
鎮
守
将
軍
の
任
所
で

あ
り
（
ω
・
ω
）
、
③
柵
戸
を
付
属
し
て
い
た
（
ω
）
。
こ
の
ω
～
③
い
ず
れ
の
条
件

に
関
し
て
も
、
そ
れ
を
満
た
す
よ
う
な
施
設
は
、
結
論
的
に
い
っ
て
、
奥
羽
で
は
城

柵
以
外
に
は
考
え
が
た
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　
ω

に
関
し
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
軍
団
兵
は
食
料
は
自
弁
で
あ
り
、
八
世
紀
代
の

陸
奥
出
羽
で
軍
根
が
官
給
さ
れ
る
兵
士
は
鎮
兵
だ
け
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
「
鎮

所
」
と
鎮
兵
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。
「
鎮
兵
」
と
い
う
名
称
の
初
見
は
天

平
九
年
四
月
戊
午
（
1
4
日
）
条
で
あ
る
が
、
ω
天
平
元
年
（
七
二
九
）
八
月
癸
亥

（
5
日
）
条
の
「
陸
奥
鎮
守
兵
」
、
回
同
年
九
月
辛
丑
（
1
4
日
）
条
の
「
在
・
鎮
兵
人
」
、

さ
ら
に
は
内
神
亀
元
年
二
月
乙
卯
（
2
5
日
）
条
の
「
陸
奥
国
鎮
守
軍
卒
等
」
な
ど
を

鎮
兵
の
前
身
と
解
し
て
、
鎮
兵
制
の
実
質
的
な
成
立
を
神
亀
元
年
ご
ろ
と
み
る
点
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

現
在
の
と
こ
ろ
、
諸
説
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
筆
者
も
旧
稿
で
こ
の
見
方
に
賛
同
し
、

養
老
六
年
（
七
二
二
）
か
ら
神
亀
元
年
に
か
け
て
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
陸
奥
鎮
所

へ
の
私
穀
運
送
奨
励
策
（
④
・
㈲
・
㈲
）
が
、
鎮
兵
制
度
の
創
設
に
あ
た
っ
て
、
そ

れ

に
必
要
な
根
食
の
備
蓄
を
お
こ
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

た
、
そ
も
そ
も
鎮
兵
と
は
城
柵
に
配
備
さ
れ
る
長
上
兵
で
あ
る
か
ら
、
鎮
兵
が
駐
屯

し
て
い
る
施
設
も
城
柵
以
外
に
は
考
え
が
た
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
さ
き
に
太
政

官
奏
の
④
で
、
陸
奥
国
の
「
鎮
所
」
が
単
に
「
鎮
」
と
も
呼
ば
れ
た
こ
と
を
指
摘
し

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

た
が
、
ω
の
「
在
・
鎮
兵
人
」
と
い
う
表
現
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
鎮
兵
の
前
身
の
兵

士
が
配
備

さ
れ
た
施
設
が
「
鎮
」
す
な
わ
ち
「
鎮
所
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の

点
か
ら
も
陸
奥
国
に
関
し
て
は
鎮
‖
鎮
所
1
1
城
柵
と
い
う
対
応
関
係
を
導
き
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
奥
羽
関
係
で
は
、
「
鎮
」
と
い
う
語
は
、
名
詞
的
に
用
い
て
施
設
を
さ
す

場
合
と
、
動
詞
的
に
用
い
て
施
設
な
り
軍
隊
（
将
官
や
軍
兵
）
の
機
能
を
表
わ
す
場

合

と
が
あ
る
。
名
詞
的
用
法
で
は
、
前
引
の
④
や
㈲
の
ほ
か
、
『
続
日
本
後
紀
』
承

和
十
年
（
八
四
三
）
四
月
丁
丑
（
1
9
日
）
条
に
「
諸
団
軍
毅
等
暫
云
、
兵
士
年
役
、

六
十
箇
日
。
分
結
’
六
番
↓
以
・
旬
相
代
。
口
食
二
私
根
べ
身
直
城
塞
口
而
道
路
遼
遠
、

鎮
疲
・
往
還
㊤
家
居
少
・
日
、
何
済
一
産
業
●
因
・
慈
逃
散
者
多
、
民
不
・
安
堵
工
と
あ

り
、
こ
の
場
合
も
軍
団
兵
士
が
分
番
上
下
す
る
「
城
塞
」
を
「
鎮
」
と
も
表
現
し
て

い

る
。
ま
た
動
詞
的
用
法
で
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
四
月
戊
午
（
1
4
日
）
条
に

「麻
呂
等
、
帥
一
・
所
・
飴
三
百
冊
五
人
、
鎮
多
賀
柵
㊤
遣
一
副
使
従
五
位
上
坂
本
朝
臣

宇
頭
麻
佐
一
鎮
・
玉
造
柵
⇔
判
官
正
六
位
上
大
伴
宿
禰
美
濃
麻
呂
鎮
薪
田
柵
℃
国
大

抹
正
七
位
下
早
部
宿
禰
大
麻
呂
鎮
牡
鹿
柵
。
自
絵
諸
柵
、
依
・
旧
鎮
守
」
と
あ
っ
て
、

城

司
や
征
夷
使
が
軍
兵
を
率
い
て
城
柵
に
駐
屯
し
て
守
備
を
固
め
る
こ
と
を
「
鎮

ス
」
あ
る
い
は
「
鎮
守
ス
」
と
い
い
、
ま
た
『
類
聚
三
代
格
』
所
引
弘
仁
元
年
（
八

一
〇
）
五
月
十
一
日
官
符
所
引
天
平
五
年
（
七
三
三
）
十
一
月
十
四
日
勅
符
に
は

「給
二
国
司
以
下
軍
毅
以
上
護
身
兵
士
⇒
守
八
人
・
介
六
人
・
橡
五
人
・
目
三
人
。
但

遣

鎮
・
奥
塞
・
者
、
守
十
人
・
介
八
人
・
橡
七
人
・
目
五
人
。
史
生
儀
杖
各
三
人
・

大
小
毅
各
二
人
」
と
あ
っ
て
、
「
奥
ヲ
鎮
ス
ル
塞
」
す
な
わ
ち
城
柵
に
遣
わ
す
国
司

に
支
給
す
る
護
身
の
兵
士
の
数
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
塞
1
1
城
柵
の
機
能
を

「奥
ヲ
鎮
ス
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
『
類
聚
国
史
』
巻
一
七
一
天
長
七
年
（
八

三

〇
）
正
月
癸
卯
（
2
8
日
）
条
で
は
、
秋
田
城
に
派
遣
さ
れ
る
城
司
を
「
鎮
秋
田
城

国
司
」
と
呼
ん
で
い
る
。
な
お
、
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
十
月
癸
酉
（
1
3
日
）
条
に

は

「出
羽
国
言
、
蝦
夷
飴
憧
、
猶
未
・
平
珍
㊤
三
年
之
間
、
請
二
鎮
兵
九
百
九
十
六
人
⇒

且
鎮
要
害
一
、
且
遷
一
国
府
」
と
あ
り
、
鎮
兵
に
よ
っ
て
「
要
害
」
を
鎮
す
る
と
い

っ

て

い

る
が
、
こ
の
場
合
の
「
要
害
」
は
、
鎮
兵
に
よ
っ
て
「
鎮
」
す
る
対
象
と
解

さ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
古
代
の
奥
羽
で
は
、
城
司
や
征
夷
使
の
官
人
ら
が
軍
兵
を
率
い
て
城

柵

に
駐
屯
し
て
防
備
を
固
め
、
蝦
夷
を
軍
事
的
に
威
圧
す
る
こ
と
を
一
般
に
「
鎮
」

の

文
字
を
用
い
て
表
わ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
「
鎮
・
多
賀
柵
こ
あ
る
い
は

「
鎮
秋

田
城
国
司
」
の
よ
う
に
「
鎮
」
す
る
拠
点
で
あ
る
城
柵
に
結
び
つ
け
て
表
記

す
る
場
合
も
あ
る
し
、
「
鎮
・
奥
塞
」
や
「
鎮
二
要
害
一
」
の
よ
う
に
、
「
鎮
」
す
る
対

象
を
あ
げ
て
そ
の
機
能
を
表
現
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
重
要
な
の

は
、
「
鎮
」
と
い
う
語
は
、
奥
羽
で
は
、
名
詞
的
用
法
に
し
ろ
、
動
詞
的
用
法
に
し

ろ
、
城
柵
と
結
び
つ
け
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
単
に
「
鎮
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
の
あ
る
「
鎮
所
」
の
実
態
を
考
え
る
場

合

に
、
重
要
な
指
針
と
な
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
国
で
は
鎮
所
が
征
夷
時
の
軍
事
物
資
の
輸
送
先
に
な
っ
て
い
る
が
、
ほ

か

の
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
七
月
に
、
「
為
・
征
蝦
秋
」
に
、

諸

国
に
命
じ
て
兵
器
を
出
羽
柵
に
運
送
さ
せ
て
い
る
事
例
を
は
じ
め
と
し
て
（
同
年

七
月
乙
卯
朔
条
）
、
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
三
月
に
、
「
為
－
来
年
征
・
蝦
夷
一
」
に
、

陸
奥
国
に
命
じ
て
多
賀
城
に
軍
槙
三
万
五
千
余
斜
を
運
収
さ
せ
て
い
る
例
や
（
同
年

三
月
庚
戌
〈
2
日
〉
条
）
、
延
暦
二
十
一
二
年
（
八
〇
四
）
正
月
に
、
「
為
・
征
蝦
夷
一
」

に
、
武
蔵
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
・
上
野
・
下
野
・
陸
奥
等
の
国
に
命
じ
て
、
糖
一

万
四

千
三
百
十
五
斜
・
米
九
千
六
百
八
十
五
斜
を
陸
奥
国
小
田
郡
の
中
山
柵
に
運
ば

せ
て

い

る
例
（
『
日
本
後
紀
』
同
年
正
月
乙
未
〈
1
9
日
〉
条
）
な
ど
は
い
ず
れ
も
城
柵

で

あ
る
。
ま
た
些
麻
呂
の
乱
の
直
後
の
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
か
ら
翌
天
応
元
年

（七

八
一
）
に
か
け
て
は
、
陸
奥
の
「
軍
所
」
が
所
見
し
、
そ
こ
に
甲
・
備
・
穀
な

ど
の
軍
事
物
資
が
坂
東
諸
国
な
ど
か
ら
送
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
「
軍
所
」
は
征

夷
軍
の
「
軍
士
」
を
率
い
た
征
東
将
軍
の
駐
屯
地
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
が
、
一

方
で
は
こ
の
と
き
の
征
討
で
坂
東
の
軍
士
を
多
賀
城
に
集
結
さ
せ
て
い
る
の
で
（
宝

亀
十
一
年
七
月
甲
申
〈
2
2
日
〉
条
）
、
平
川
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
軍
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

は
多
賀
城
を
さ
す
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
、
征
夷
時
の
軍
事

物
資
の
送
り
先
が
城
柵
で
あ
る
事
例
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
ほ
か
に
、
ω

越
前
・
越
中
・
越
後
・
佐
渡
四
国
の
船
】
○
○
艘
を
「
征
秋
所
」
に
送
っ
た
例
や

（和
銅
二
年
〈
七
〇
九
〉
七
月
丁
卯
〈
1
3
日
〉
条
）
、
⇔
相
模
・
武
蔵
・
下
総
・
下
野
・
越

後

な
ど
の
国
に
命
じ
て
、
甲
二
〇
〇
領
を
「
出
羽
国
鎮
戊
」
に
送
っ
た
例
（
宝
亀
八

年
〈
七
七
七
〉
五
月
乙
亥
〈
2
5
日
〉
条
）
、
さ
ら
に
内
京
庫
お
よ
び
諸
国
の
甲
六
〇
〇

領
を
「
鎮
狭
将
軍
之
所
」
に
送
っ
た
事
例
な
ど
が
あ
る
。
ω
の
「
征
秋
所
」
は
征
秋

将
軍
の
軍
の
駐
屯
地
の
意
と
解
さ
れ
、
直
前
に
兵
器
の
輸
送
先
に
な
っ
て
い
る
出
羽

柵
の
可
能
性
が
高
い
。
内
は
鎮
秋
将
軍
の
駐
屯
地
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
出
羽
国
の

国
府
か
城
柵
の
い
ず
れ
か
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
残
り
の
回
に
関
し
て
は
「
鎮

戌
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
が
少
な
く
、
そ
の
実
態
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
「
造
・
覚
驚

城
・
置
・
兵
鎮
戌
」
（
宝
亀
十
一
年
〈
七
八
〇
〉
二
月
丙
午
〈
1
1
日
〉
条
）
と
、
動
詞
的
用

法
で
あ
る
が
、
城
柵
の
軍
事
的
機
能
を
「
鎮
戊
」
と
表
現
し
て
い
る
例
や
、
弘
仁
二

年
（
八
＝
）
の
志
波
城
の
移
転
に
関
す
る
記
事
の
征
夷
将
軍
文
室
朝
臣
綿
麻
呂
の

奏
言
に
、
「
今
官
軍
一
挙
、
冠
賊
無
・
遺
。
事
須
下
悉
廃
’
鎮
兵
へ
永
安
中
百
姓
良
而
城

柵
等
所
・
納
器
杖
軍
根
、
其
数
不
・
少
。
迄
干
遷
納
へ
不
・
可
・
廃
・
衛
。
伏
望
置
二

千

人
充
其
守
衛
⇔
其
志
波
城
、
近
・
干
河
へ
浜
屡
被
・
水
害
㊤
須
F
去
・
其
処
へ
遷
相

立
便
地
ゆ
代
望
置
・
二
千
人
パ
暫
充
一
寺
衛
㊤
遷
・
其
城
・
詑
、
則
留
二
千
人
へ
永
為
・
鎮

戌
⇒
自
余
悉
従
一
解
却
こ
（
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
閏
十
二
月
辛
丑
〈
H
日
〉
条
）
と
、

志
波
城
か
ら
徳
丹
城
へ
の
移
転
が
完
了
し
た
時
点
で
、
そ
れ
ま
で
三
八
〇
〇
人
い
た

鎮
兵
の
う
ち
一
〇
〇
〇
人
だ
け
を
残
す
こ
と
と
し
、
そ
れ
を
城
柵
の
「
鎮
戌
」
と
す

る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
城
柵
に
常
駐
す
る
鎮
兵
の
軍
事
的
機
能
を
「
鎮
戌
」
と

い
う
事
例
が
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
「
鎮
戊
」
も
城
柵
の
軍
事
的
機
能
に
関
わ
り
の

深
い

言
葉
と
み
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
戌
と
は
、
守
備
兵
、
な
い
し
守
備
兵
を
配
備
し

た
施
設
を
意
味
し
た
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
も
「
鎮
戌
」
を
軍
団
兵
な
い
し
鎮
兵
を
配

備

し
た
城
柵
と
み
る
こ
と
は
、
妥
当
性
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。

　
以

上
、
征
夷
時
の
軍
事
物
資
の
輸
送
先
を
検
討
し
て
み
た
が
、
総
じ
て
輸
送
先
は

城
柵
で
あ
り
、
城
柵
と
み
て
不
都
合
な
事
例
は
と
く
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ω
の
鎮
所
も
、
他
の
鎮
所
の
事
例
と
同
じ
よ
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表2　七世紀中葉～八世紀前半柵戸一覧

年（西暦），月．日 事　　項

大化3（647） この年、淳足柵を造って柵戸を置く。

大化4（648） この年、磐舟柵を造って蝦夷に備え、越と信濃の民を柵戸とする。

和銅7（714）．3．15 隼人を教導するため、豊前国の民200戸を移す。

和銅7（714）．10．2 尾張・上野・信濃・越後等の国の民200戸を出羽柵戸に配す。

霊亀元（715）．5．30 相模・上総・常陸・上野・武蔵・下野6ヶ国の富民1000戸を陸奥に配す。

霊亀2（716）．9．23 信濃・上野・越前・越後4ヶ国の百姓各100戸を出羽国に隷ける。

養老元（717）．2．26 信濃・上野・越前・越後4ヶ国の百姓各100戸を出羽柵戸に配す。（霊亀2．9．23と重複か）

養老3（719）．7．9 東海・東山・北陸3道の民200戸を出羽柵に配す。

養老6（722）．8．29 諸国司に命じて柵戸1000人を簡点して、陸奥鎮所に配す。

う
に
城
柵
と
み
な
し
て
何
ら
不
都
合
は
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
宝
亀
十
一
年
や
延

暦
七
年
の
陸
奥
国
の
征
夷
で
は
多
賀
城
に
軍
事
物
資
が
集
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

み

る
と
、
ω
「
鎮
所
」
に
多
賀
城
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
ま
た
②
に
関
し
て
は
、
「
将
吏
」
が
城
司
で
あ
る
と
す
る
と
、
既
述
の
よ
う
に
、

城
司
が
派
遣
さ
れ
る
の
は
城
柵
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
鎮
所
n
城
柵
と
解
す
る
根

拠
と
な
る
。

　
最
後
に
③
に
関
し
て
も
、
柵
戸
を
付
属
す
る
施
設
と
し
て
は
、
や
は
り
城
柵
を
お

い
て

は
考
え
が
た
い
。
柵
戸
と
は
、
坂
東
・
北
陸
・
陸
奥
国
南
部
な
ど
か
ら
国
家
的

施
策
に
よ
っ
て
計
画
的
に
城
柵
設
置
地
域
に
移
配
さ
せ
ら
れ
た
移
民
の
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
も
そ
も
柵
戸
（
キ
ノ
へ
）
と
い
う
名
称
が
城
柵
付
属
の
民
戸
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
こ
の
名
称
自
体
、
柵
戸
が
城
柵
に
付
属
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て

い

る
。
事
実
、
す
で
に
七
世
紀
中
葉
に
造
営
さ
れ
た
淳
足
・
磐
舟
な
ど
の
初
期
の
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

柵

に
柵
戸
が
付
属
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
方
、
移
民
政
策
の
史
上
最
後
の

事
例

は
、
延
暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
正
月
に
駿
河
・
甲
斐
・
相
模
等
の
諸
国
の
浪

人
四

〇
〇
〇
人
を
陸
奥
国
胆
沢
城
に
移
配
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
り
（
『
日
本
紀
略
』

同
年
正
月
戊
辰
〈
1
1
日
〉
条
）
、
征
夷
の
終
焉
と
と
も
に
こ
の
政
策
も
終
わ
り
を
つ
げ

（2
8
）る

。
こ
の
よ
う
に
、
城
柵
設
置
地
域
へ
の
柵
戸
（
移
民
）
移
配
が
七
世
紀
後
半
～
九

世
紀
初
頭
の
城
柵
の
造
営
期
間
に
ほ
ぼ
一
貫
し
て
と
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

柵
戸
が
城
柵
の
設
置
・
維
持
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

城
柵

に
は
政
策
的
に
柵
戸
が
必
ず
付
属
し
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
③
以
前
の
柵
戸
の
移
配
は
一
〇
〇
戸
単
位
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
（
表

2
参
照
）
、
こ
れ
は
移
配
の
単
位
を
五
〇
戸
1
1
一
里
（
郷
）
の
令
制
地
方
行
政
組
織

に
対
応
さ
せ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
東
国
等
の
各
地
か
ら
選
抜
さ
れ
た
民
戸
を
五
〇
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

単
位
に
ま
と
め
て
奥
羽
に
送
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反

乱

を
境
に
「
人
」
単
位
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た

ら
よ
い
か
、
な
か
な
か
難
問
で
あ
る
が
、
北
啓
太
氏
が
征
夷
軍
の
動
員
地
域
の
あ
り

方
に
関
し
て
、
養
老
四
年
ま
で
は
坂
東
諸
国
に
加
え
て
北
陸
道
の
諸
国
や
遠
江
・
駿
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河
・
甲
斐
・
美
濃
・
信
濃
な
ど
の
国
々
か
ら
も
動
員
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
に
対

し
て
、
神
亀
元
年
以
降
は
、
征
夷
の
終
焉
に
至
る
ま
で
動
員
地
域
が
坂
東
諸
国
に
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

定
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
征
夷
軍
の
動
員
方
式
に
お

い
て

も
、
養
老
四
年
を
境
に
顕
著
な
変
化
が
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ

の

と
き
の
征
夷
軍
の
動
員
を
機
に
、
そ
の
動
員
対
象
地
域
が
見
直
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

坂
東
諸
国
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
方
針
転
換
の
背
後
に
は
、
一
方
で
は
、
北
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
亀

元
年
ま
で
の
陸
奥
国
の
鎮
兵
制
の
実
質
的
な
成
立
と
い
う
、
陸
奥
現
地
の
軍
事
力
の

強
化
策
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
も
う
一
方
で
は
、
和
銅
二
年
、
養
老
四
年

と
た
び
重
な
る
征
夷
軍
の
徴
発
に
よ
っ
て
動
員
地
域
の
在
地
社
会
が
疲
弊
し
、
し
だ

い

に
徴
発
へ
の
規
避
・
抵
抗
が
強
ま
っ
て
き
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
想
像
に
か
た

く
な
い
。
と
す
れ
ば
、
か
か
る
在
地
の
状
況
へ
の
対
策
と
し
て
坂
東
へ
の
動
員
地
域

の
限
定
と
い
う
政
策
が
と
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
一
方
、
既
述
の
よ
う
に
、
柵
戸
の
移
配
方
式
も
、
養
老
四
年
の
反
乱
を
境
に
し
て

戸
単
位
か
ら
「
人
」
単
位
へ
と
変
化
す
る
が
、
こ
れ
も
基
本
的
に
は
柵
戸
の
供
給
元

で

あ
る
坂
東
の
在
地
社
会
の
状
況
に
規
定
さ
れ
た
結
果
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
霊

亀
元
年
（
七
一
五
）
に
相
模
・
上
総
・
常
陸
・
上
野
・
武
蔵
・
下
野
六
ヶ
国
の
富
民

一
〇
〇
〇
戸
が
陸
奥
に
移
配
さ
れ
て
い
る
（
同
年
五
月
庚
戌
〈
3
0
日
〉
条
）
。
こ
の
移

民

は
柵
戸
の
こ
と
と
み
ら
れ
、
そ
の
移
配
先
は
当
時
の
陸
奥
国
の
北
辺
の
地
域
と
考

え
ら
れ
る
。
北
辺
部
の
大
崎
地
方
に
は
、
二
年
前
の
和
銅
六
年
（
七
＝
二
）
に
丹
取

郡
が
建

郡
さ
れ
（
表
1
参
照
）
、
ほ
か
に
少
な
く
と
も
信
太
郡
（
1
1
志
太
郡
）
が
あ

っ

た
の
で
（
慶
雲
四
年
〈
七
〇
七
〉
五
月
癸
亥
〈
2
6
日
〉
条
）
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
移
配

先
の

中
心
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
一
〇
〇
〇
戸
と
い
う
戸
数
は
郷
里
制
下
の
二

〇

郷
分

に
あ
た
る
。
旧
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
神
亀
元
年
前
後
に
こ
の
地
域
に
黒
川

以
北
十

郡
が
成
立
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
『
和
名
抄
』
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
二
～
五

郷
の
微
小

な
郡
ば
か
り
で
、
一
〇
郡
の
総
計
で
も
三
二
郷
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
つ

て

霊
亀
元
年
の
一
〇
〇
〇
戸
の
移
民
は
、
の
ち
の
黒
川
以
北
十
郡
一
帯
の
地
域
的
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

盤
の
基
礎
を
す
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
戸
単

位
の
一
括
大
量
移
配
は
、
そ
の
供
給
元
で
あ
る
東
国
在
地
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与

え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
在
地
社
会
か
ら
の
多
数
の
民
戸
の
強
制

的
な
引
き
抜
き
は
、
各
地
の
共
同
体
の
協
業
組
織
に
破
壊
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、

そ
の
社
会
構
造
を
ゆ
が
め
、
征
夷
軍
へ
の
徴
発
な
ど
と
も
相
ま
っ
て
在
地
社
会
を
疲

弊
さ
せ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
養
老
六
年
八
月
の
柵
戸
の
簡
定
数
が
一
〇
〇
〇
人
と
、

「
人
」
単
位
に
改
め
ら
れ
た
の
は
、
柵
戸
の
供
給
源
で
あ
る
東
国
社
会
の
疲
弊
に
と

も
な
い
、
移
民
の
影
響
を
極
力
小
さ
く
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
負
担
の
分
散
化
を

は
か
る
と
い
う
こ
と
で
戸
単
位
の
簡
定
を
避
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
養
老
四
年
の
反
乱
と
征
夷
を
境
に
し
て
、
征
夷
軍
の
動
員
地
域
と
柵
戸
の

移
配
の

方
式
に
あ
い
つ
い
で
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

ら
も
ま
た
養
老
四
年
の
反
乱
を
契
機
に
律
令
国
家
の
奥
羽
政
策
が
大
き
く
転
換
し
た

結
果
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
移
配
先
の
陸
奥
国
の
在
地
側
の
状
況
と
し
て
は
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反

乱
の
影
響
で
辺
郡
の
柵
戸
に
多
数
の
逃
亡
者
が
発
生
し
た
た
め
、
そ
れ
を
急
遽
補
充

し
、
辺
郡
の
支
配
体
制
を
立
て
直
す
必
要
が
生
じ
て
い
た
。
養
老
五
年
の
調
庸
免
の

詔
に
「
陸
奥
・
筑
紫
辺
塞
之
民
、
数
遇
・
姻
塵
↓
荻
コ
労
戎
役
。
加
以
、
父
子
死
亡
、

室
家
離
散
」
（
同
年
六
月
乙
酉
〈
1
0
日
〉
条
）
と
あ
り
、
翌
六
年
閏
四
月
の
太
政
官
奏

で

も
、
そ
の
冒
頭
に
「
廼
者
、
辺
郡
人
民
、
暴
被
・
冠
賊
へ
遂
適
・
東
西
↓
流
離
分

散
」
と
特
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
辺
郡
の
民
衆
は
兵
役
に
疲
弊
し
、
ま
た
蝦
夷
の

攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
な
ど
し
て
「
室
家
離
散
」
し
、
あ
る
い
は
「
流
離
分
散
」
す
る

と
い
う
状
況
を
生
み
、
律
令
国
家
の
辺
郡
支
配
は
大
き
く
動
揺
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
建
て
直
し
を
は
か
る
た
め
、
調
庸
制
の
停
止
H
「
更
税
」
の
制
の
実
施
を
し
て

負
担
の
軽
減
を
実
施
し
な
が
ら
、
鎮
所
へ
の
運
穀
を
奨
励
し
て
鎮
兵
制
度
の
創
設
に

向
け
て
常
備
軍
の
強
化
を
め
ざ
す
一
方
で
、
逃
亡
者
が
続
出
し
た
辺
郡
に
移
民
を
補

充
す
る
こ
と
が
急
務
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
の
柵
戸
移
配
は
、
蝦
夷
固
有

の
土
地

に
新
た
に
郡
郷
を
設
置
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
浮
浪
・
逃
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亡
の

た
め
に
生
じ
た
辺
郡
一
帯
の
柵
戸
の
欠
員
を
補
充
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た

と
み
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
ω
で
「
人
」
単
位
で
移
配
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
こ

う
い
っ
た
受
け
入
れ
側
の
事
情
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以

上
、
陸
奥
国
の
鎮
所
の
関
係
史
料
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
城
司
や
軍
兵

が
常
駐
し
、
軍
根
を
儲
備
し
て
、
征
夷
時
に
は
軍
事
行
動
の
拠
点
と
な
り
、
ま
た
柵

戸

を
付
属
し
た
恒
久
施
設
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
施
設
は
城
柵
を
お

い
て

は
考
え
が
た
い
。
し
か
も
、
あ
き
ら
か
に
複
数
の
城
柵
を
さ
し
て
「
鎮
所
」
と

い
っ

て

い

る
史
料
が
存
在
す
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。

4

養
老
～
神
亀
期
の
鎮
所
の
実
態

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
陸
奥
国
の
鎮
所
に
関
す
る
検
討
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
こ
こ

で
養
老
・
神
亀
期
に
集
中
的
に
史
料
に
現
わ
れ
る
「
鎮
所
」
の
実
態
を
さ
ら
に
考
え

て

み

た
い
。
こ
の
時
期
の
鎮
所
は
、
先
掲
の
④
の
記
述
か
ら
、
「
鎮
」
と
も
呼
ば
れ
、

「
兵
」
を
配
備
し
た
守
備
機
能
を
備
え
た
施
設
で
、
軍
根
を
儲
備
す
る
こ
と
が
い
そ

が
れ
て

い

た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
ω
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
柵
戸
を
付
属
す
る

施
設
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
鎮
所
」
も
城
柵
の
こ
と
と
み
て
誤
り

な
い
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
城
柵
を
さ
し
て
こ
う
呼
ん
だ

の
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
史
料
は
、
残
念
な
が
ら
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
時
期
の
鎮
所
へ
の
運
穀
奨
励
や
柵
戸
の
移
配
の
目
的
を
究
明
し
て
い
け
ば
、

「鎮
所
」
の
実
態
も
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　
養
老
六
年
（
七
二
二
）
閏
四
月
に
発
布
さ
れ
た
太
政
官
奏
の
④
に
は
、
「
用
・
兵
之

要
、
衣
食
為
・
本
。
鎮
無
一
儲
根
↓
何
堪
二
固
守
ゆ
募
・
民
出
・
穀
、
運
コ
輸
鎮
所
⊆
と

あ
っ
て
、
鎮
所
へ
の
運
穀
が
兵
力
の
増
強
1
1
軍
事
力
の
強
化
を
意
図
し
た
も
の
で
あ

っ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
時
期
に
軍
事
力
の
強
化
が
な
ぜ
は

か

ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、
同
じ
太
政
官
奏
の
①
の
冒
頭
に
「
廼
者
、
辺
郡
人
民
、
暴

被
－
冠
賊
＾
遂
適
一
東
西
⇒
流
離
分
散
。
若
不
・
加
一
衿
皿
↓
恐
胎
二
後
患
㊤
是
以
聖
王

立
・
制
、
亦
務
実
・
辺
者
、
蓋
以
・
安
二
中
国
一
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
養
老
四
年
の
蝦

夷
の
反
乱
の
影
響
で
多
数
の
「
辺
郡
人
民
」
が
「
流
離
分
散
」
し
て
し
ま
い
、
そ
の

居
住
地
へ
の
帰
還
、
再
定
着
が
急
務
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
方
策
と
し
て
、
①
で
は

調
庸
制
の
停
止
と
「
更
税
」
の
制
の
実
施
、
ト
ネ
リ
や
衛
士
・
仕
丁
な
ど
の
本
国
へ

の

召
還
な
ど
を
定
め
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
さ
き
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
反
乱
後
の
辺

郡
人
民
の

動
揺
を
し
ず
め
、
疲
弊
し
た
民
力
を
回
復
さ
せ
る
と
と
も
に
、
陸
奥
国
の

国
力
、
就
中
、
軍
事
力
の
強
化
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
乱
の
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

響
が
も
っ
と
も
甚
大
で
あ
っ
た
辺
郡
一
帯
の
支
配
体
制
を
立
て
直
し
、
強
化
す
る
こ

と
が
、
こ
の
時
点
の
律
令
国
家
の
奥
羽
政
策
の
中
心
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ

る
。
と
す
れ
ば
、
④
の
鎮
所
へ
の
運
穀
奨
励
策
も
、
①
と
連
繋
し
な
が
ら
そ
の
よ

う
な
課
題
を
達
成
す
る
た
め
の
政
策
の
一
つ
と
し
て
発
布
さ
れ
た
も
の
と
と
ら
え
ら

れ
よ
う
。

　
④
の
時
点
で
の
奥
羽
情
勢
と
律
令
国
家
の
政
策
課
題
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る

と
、
軍
備
の
増
強
も
、
当
然
、
辺
郡
地
域
を
中
心
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら

れ

る
。
そ
こ
で
④
で
軍
根
の
運
送
先
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
軍
兵
の
配
備
場
所
で
も

あ
っ
た
「
鎮
所
」
も
、
辺
郡
に
所
在
す
る
城
柵
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
④
の
ね
ら

い

は
、
辺
郡
の
「
鎮
所
」
に
軍
根
を
儲
備
し
、
軍
兵
を
増
強
し
て
蝦
夷
を
威
圧
し
、

そ
の
武
装
蜂
起
を
未
然
に
ふ
せ
い
で
辺
郡
の
治
安
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
官
奏
の
四
ヶ
月
後
に
諸
国
司
へ
柵
戸
一
〇
〇
〇
人
の
簡
点
と
陸
奥
の
鎮
所

へ
の

移
配
が
命
じ
ら
れ
る
が
（
ω
）
、
こ
れ
も
さ
き
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
養
老
四

年
の
蝦
夷
の
反
乱
に
よ
っ
て
陸
奥
国
の
辺
郡
の
住
民
、
す
な
わ
ち
柵
戸
に
多
数
の
逃

亡
者
が
発
生
し
た
た
め
に
、
そ
れ
を
急
遽
補
充
し
て
辺
郡
の
支
配
体
制
を
立
て
直
す

必
要
が
生

じ
た
こ
と
に
応
じ
た
政
策
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場

合
の

「鎮
所
」
も
辺
郡
の
城
柵
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
回
で
は
神
亀
元
年
の
海
道
の
蝦
夷
の
反
乱
に
際
し
て
、
鎮
所
が
軍
事
物
資

の
送
り
先
と
さ
れ
、
軍
事
行
動
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
が
、
征
夷
に
際
し
て
は
、
征

夷
軍
の
将
軍
や
鎮
守
将
軍
の
い
る
国
府
多
賀
城
に
ま
ず
軍
事
物
資
や
軍
兵
を
集
結
す
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る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
あ
り
か
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
鎮
所
に
は
多
賀
城
が

含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
④
や
ω
の
記
事
の
検
討
か
ら
は
、
養
老
・
神
亀
期
の
鎮
所
は
、
陸

奥
国
の
辺
郡
の
城
柵
を
主
に
さ
す
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
、
ω
に
よ
れ
ば
多
賀
城
が
含

ま
れ
る
可
能
性
も
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
そ
の
鎮
所
は
あ
る
特
定
の
城

柵
だ

け
を
さ
す
の
か
、
そ
れ
と
も
佐
々
木
茂
槙
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
「
複
数
の
城
柵

の
総
称
」
と
み
る
べ
き
な
の
か
、
い
ず
れ
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
養
老
四
年

の

蝦
夷
の
反
乱
が
空
前
の
規
模
で
、
そ
の
影
響
が
辺
郡
の
広
汎
な
地
域
に
わ
た
っ
た

と
み
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
に
対
す
る
律
令
国
家
の
政
策
も
き
わ
め
て
画
期
的
か
つ
包

括
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
と
き
の
運
穀
の
奨
励
や
柵
戸
の
移
配
が
単
一
の

城
柵
の
み
に
対
す
る
政
策
と
は
考
え
が
た
い
。
た
だ
、
文
献
的
に
は
こ
れ
以
上
具
体

的
に
検
討
す
る
材
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
つ
ぎ
に
こ
の
時
期
に
一
斉
に
造
営

さ
れ
た
こ
と
が
考
古
学
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
多
賀
城
と
大
崎
地
方
・
牡
鹿
地

方
の
諸
遺
跡
を
取
り
上
げ
、
こ
の
問
題
を
別
の
角
度
か
ら
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
。

5

多
賀
城
創
建
期
の
陸
奥
国
北
部
の
遺
跡
と
鎮
所

　
周
知
の
よ
う
に
、
多
賀
城
創
建
期
と
同
時
期
の
瓦
が
古
川
市
名
生
館
遺
跡
（
小
館

地
区
ー
玉
造
郡
家
か
）
、
同
市
伏
見
廃
寺
跡
（
名
生
館
遺
跡
付
属
寺
院
）
、
中
新
田
町

城
生
柵
遺
跡
（
城
柵
官
衙
遺
跡
、
玉
造
柵
・
色
麻
柵
な
ど
の
可
能
性
あ
り
）
、
同
町

菜
切
谷
廃
寺
跡
（
城
生
柵
遺
跡
付
属
寺
院
）
、
色
麻
町
一
の
関
遺
跡
（
寺
院
跡
、
城

柵
な
い
し
郡
家
の
付
属
寺
院
の
可
能
性
が
高
い
）
、
宮
崎
町
東
山
遺
跡
（
賀
美
郡
家

か
）
、
田
尻
町
推
定
新
田
柵
跡
、
鳴
瀬
町
亀
岡
遺
跡
（
不
明
、
牡
鹿
柵
の
可
能
性
も

あ
り
）
な
ど
の
大
崎
地
方
か
ら
海
道
牡
鹿
地
方
に
か
け
て
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い

　　
　る

。
ま
た
こ
の
時
期
の
多
賀
城
お
よ
び
大
崎
地
方
の
諸
遺
跡
で
使
用
さ
れ
た
瓦
は
色

麻
町
日
の
出
山
窯
跡
群
、
田
尻
町
木
戸
窯
跡
群
、
古
川
市
大
吉
山
窯
跡
群
、
そ
れ
に

最
近
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
三
本
木
町
と
松
山
町
に
ま
た
が
る
下
伊
場
野
窯
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

群

な
ど
、
い
ず
れ
も
大
崎
地
方
で
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（図
1
参
照
）
。
さ
ら
に
、
矢
本
町
赤
井
遺
跡
（
牡
鹿
柵
、
ま
た
は
牡
鹿
郡
家
）
か
ら

も
、
瓦
の
出
土
は
少
数
で
あ
る
が
、
な
か
に
粘
土
板
桶
巻
造
り
で
凸
面
に
格
子
目
タ

タ
キ
が
あ
っ
て
、
技
法
的
に
多
賀
城
創
建
期
な
い
し
そ
れ
以
前
に
も
遡
り
う
る
瓦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

断
片
が
出
土
し
て
お
り
、
ま
た
八
世
紀
前
半
の
須
恵
器
も
多
数
出
土
し
て
い
る
。
こ

れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
赤
井
遺
跡
で
も
多
賀
城
創
建
期
の
こ
ろ
に
大
規
模
な
造
営
が
お

こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
考
古
学
的
成
果
か
ら
、
多
賀
城
の
創
建
意
義
に
関
わ
る
こ
と
と
し

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
㈲
多
賀
城
の
造
営
は
単
独
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
大
崎
地
方
や
牡
鹿
地

　
　
方
の
多
く
の
城
柵
・
郡
家
な
ど
の
官
衙
や
官
衙
付
属
寺
院
の
造
営
と
一
体
の
も

　
　
の
と
し
て
進
め
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

　
⑧

こ
れ
ら
の
遺
跡
の
瓦
は
、
日
の
出
山
・
木
戸
・
大
吉
山
・
下
伊
場
野
と
い
っ
た

　
　
大
崎
地
方
の
瓦
窯
跡
で
生
産
さ
れ
、
や
や
離
れ
た
多
賀
城
へ
も
供
給
さ
れ
て
い

　
　
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
◎
前
記
の
遺
跡
の
う
ち
、
名
生
館
遺
跡
・
伏
見
廃
寺
跡
・
色
麻
町
一
の
関
遺
跡
・

　
　
菜
切
谷
廃
寺
な
ど
か
ら
は
、
多
賀
城
創
建
期
の
瓦
よ
り
も
古
い
七
世
紀
末
～
八

　
　
世
紀
初
頭
の
時
期
の
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
赤
井
遺
跡
で
も
、
七
世
紀
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
半
に
遡
る
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
少
な
く
と
も
七
世
紀

　
　
末
ご
ろ
ま
で
に
、
多
賀
城
創
建
期
と
同
様
に
大
崎
地
方
か
ら
牡
鹿
地
方
に
か
け

　
　
て
の
地
域
が
中
央
政
府
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

　
　
あ
る
。

⑪
多
賀
城
創
建
期
の
瓦
を
技
法
的
に
み
る
と
、
当
初
は
下
伊
場
野
窯
跡
群
の
瓦
の

　
　
よ
う
な
、
そ
れ
ま
で
の
技
法
・
形
態
を
一
部
踏
襲
す
る
段
階
を
経
な
が
ら
、
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
来
の
瓦
の
製
作
技
法
、
形
態
、
施
文
手
法
等
が
全
面
的
に
刷
新
さ
れ
る
。
し
か

　
　
も
、
多
賀
城
創
建
瓦
を
境
に
、
平
瓦
に
、
桶
巻
き
作
り
か
ら
一
枚
作
り
へ
と
い

　
　
う
大
き
な
製
作
技
法
上
の
変
化
が
起
こ
る
が
、
こ
れ
は
畿
内
で
の
藤
原
宮
以
前

　
　
の
桶
巻
き
作
り
か
ら
平
城
遷
都
後
の
一
枚
作
り
へ
と
い
う
変
化
に
対
応
し
た
も
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（
3
8
）

　
　
の
で
あ
る
。

　
㈲
は
多
賀
城
造
営
の
意
義
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
も
っ
と
も
基
礎
と
す
べ
き
考

古
学
的
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
多
賀
城
は
、
当
初
か
ら
大
崎
・
牡
鹿
地
方
の
諸

城
柵
・
郡
家
と
一
体
の
も
の
と
し
て
計
画
・
造
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
多
賀
城
の
造

営
が
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
後
ま
も
な
く
着
手
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
一

体
の
大
崎
・
牡
鹿
地
方
の
城
柵
・
官
衙
、
す
な
わ
ち
玉
造
等
五
柵
や
黒
川
以
北
十
郡

の

建
置
も
、
や
は
り
乱
の
直
後
に
、
多
賀
城
の
造
営
と
並
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ

と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
目
的
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
一
体
の
事
業
で
あ
つ

た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
城
柵
・
郡
家
の
造
営
、
さ
ら
に
は
黒
川
以
北
十
郡
の
建
置

な
ど
は
、
す
べ
て
乱
後
に
お
け
る
辺
郡
支
配
の
動
揺
の
建
て
直
し
を
目
的
と
し
た
政

策
の
一
環
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
⑧
で
あ
る
が
、
大
崎
地
方
で
生
産
さ
れ
た
瓦
が
、
そ
こ
か
ら
三
〇
～
四
〇

キ
ロ
ほ
ど
南
に
位
置
す
る
多
賀
城
へ
大
量
に
運
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

時
期
に
は
大
崎
地
方
に
大
規
模
な
瓦
の
生
産
組
織
が
構
築
さ
れ
て
、
そ
の
後
方
に
位

置
す
る
多
賀
城
す
ら
も
、
大
崎
地
方
を
中
心
と
す
る
瓦
の
生
産
－
供
給
体
制
に
組
み

込

ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
進
藤
氏
は
、
多
賀
城
創
建
瓦
が
大
崎
地

方
の
丘
陵
で
生
産
さ
れ
た
理
由
を
、
多
賀
城
創
建
以
前
に
大
崎
地
方
に
ま
で
律
令
支

配
が
及
ん

で

お
り
、
多
賀
城
の
創
建
が
そ
の
支
配
領
域
を
継
承
し
、
二
次
的
に
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と

自
体
に
異
論
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
重
貨
で
あ
る
瓦
を
、
わ
ざ
わ
ざ
大
崎
地
方

か

ら
多
賀
城
に
大
量
に
運
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。

　
多
賀
城
の
瓦
は
、
こ
れ
以
後
は
、
第
H
期
が
仙
台
市
枡
江
窯
跡
・
蟹
沢
中
窯
跡
、

第
皿
期
が
仙
台
市
安
養
寺
下
窯
跡
、
第
W
期
が
利
府
町
春
日
大
沢
窯
跡
群
に
仙
台
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

安
養
寺
中
囲
窯
跡
・
五
本
松
窯
跡
な
ど
で
焼
成
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
い

ず
れ
も
多
賀
城
の
近
隣
の
瓦
窯
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
多
賀
城
以
前
の
時
期
に
お
い

て

も
、
七
世
紀
末
ご
ろ
の
郡
山
遺
跡
の
n
期
官
衙
に
隣
接
し
、
そ
れ
と
同
時
期
に
建

て

ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
郡
山
廃
寺
の
瓦
も
、
近
隣
の
仙
台
市
富
沢
窯
跡
な
い
し
西
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
1
）

窯
跡
周
辺
で
生
産
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
、
大
崎
地
方
で
は

名
生
館
遺
跡
・
伏
見
廃
寺
跡
・
色
麻
町
一
の
関
遺
跡
・
菜
切
谷
廃
寺
な
ど
の
遺
跡
で

瓦

が
使
用
さ
れ
て
い
た
時
期
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
が
、
大
崎
地
方
で
焼
成
さ
れ
た
瓦
が

郡
山
廃
寺
に
供
給
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
多
賀
城
の
創
建
期
を
の
ぞ
け
ば
、
多
賀
城
で
も
、
ま
た
そ
れ
以
前
の
郡
山
遺
跡

で

も
、
近
隣
の
瓦
窯
で
生
産
さ
れ
た
瓦
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
大
崎
地

方
で
生
産
さ
れ
た
瓦
が
、
三
〇
キ
ロ
以
上
も
後
方
の
多
賀
城
へ
供
給
さ
れ
て
い
る
と

い
う
の
は
、
ほ
か
の
時
期
に
は
例
を
み
な
い
刮
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。

　

こ
の
多
賀
城
の
創
建
期
に
特
有
の
現
象
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
時
期
に
は
、
乱
の
影
響
を
直
接
こ
う
む
っ
た
辺
郡
の
支
配
体
制
を
再
建
・
強
化

す
る
こ
と
が
急
務
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
大
崎
地
方
に
い
っ
せ
い
に
数
多
く
の
城

柵
・
郡
家
・
寺
院
な
ど
の
施
設
を
造
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
ら
大
崎
地

方
の
諸
施
設
の
造
営
に
力
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
当
然
の
勢
い
で
あ
っ

た
ろ
う
。
そ
こ
で
、
大
崎
地
方
を
中
心
に
大
規
模
な
造
営
体
制
が
組
織
さ
れ
、
大
崎

地
方
か
ら
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
多
賀
城
も
、
そ
の
造
営
体
制
の
な
か
に
組

み
込
ん

で
瓦
の
供
給
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ

ば
、
こ
れ
は
、
多
賀
城
の
造
営
が
大
崎
地
方
の
城
柵
の
造
営
、
建
郡
な
ど
と
一
体
の

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
と
き
の
政
策
の
眼
目
が
多
分
に

陸
奥
国
の
辺
郡
に
あ
た
る
大
崎
地
方
の
支
配
体
制
の
強
化
と
い
う
点
に
あ
っ
た
こ
と

の
結
果
と
解
さ
れ
よ
う
。

　
多
賀
城
は
は
じ
め
か
ら
国
府
兼
鎮
守
府
と
し
て
創
建
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
う
す
る
と
、
多
賀
城
の
立
地
は
、
こ
の
と
き
造
営
が
進
め
ら
れ
た
大
崎
・
牡
鹿
地

方
の
辺
郡
の
諸
城
柵
・
諸
郡
を
、
国
府
・
鎮
守
府
と
し
て
上
か
ら
統
括
す
る
と
い
う

役
割
を
も
っ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
が
選
ば
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
律
令
国
家
の
奥
羽
支
配
の
中
枢
と
し
て
構
想
さ
れ
た
多
賀
城
は
、
蝦
夷

の
攻
撃
に
直
接
さ
ら
さ
れ
る
危
険
を
避
け
て
蝦
夷
の
居
住
地
と
境
を
接
す
る
辺
郡
か

ら
＝
疋
の
距
離
を
と
り
な
が
ら
も
、
国
府
津
と
な
る
塩
竈
の
港
か
ら
ほ
ど
近
く
、
辺
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図1　多賀城創建期の瓦の供給関係と工人の移動（進藤秋輝氏作成、『下伊場野窯跡群』より）
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郡

と
の
水
陸
の
交
通
（
河
川
交
通
を
も
含
む
）
に
も
便
利
で
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
後

援
の
根
拠
地

と
し
て
最
適
な
場
所
に
あ
た
り
、
な
お
か
つ
陸
奥
国
全
体
の
統
括
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

支
障
の
な
い
場
所
を
選
ん
で
建
て
ら
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
多
賀
城
の

立
地
自
体
が
、
玉
造
等
の
五
柵
が
所
在
す
る
辺
郡
を
強
く
意
識
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。
ま
た
、
こ
の
と
き
の
城
柵
・
官
衙
の
造
営
が
、
大
崎
地
方
を
中
心
と
し
つ
つ
、

多
賀
城
や
海
道
牡
鹿
地
方
を
も
含
ん
だ
、
陸
奥
国
北
辺
の
広
汎
な
地
域
を
包
括
す
る

生
産
－
供
給
体
制
の
も
と
で
遂
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
事
業
が
律
令
国
家

の
主
導
す
る
、
こ
の
時
期
の
組
織
的
な
奥
羽
政
策
の
一
環
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ

と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
最
近
、
進
藤
秋
輝
氏
は
、
多
賀
城
の
外
郭
線
に
は
八
世
紀
代
を
通
じ
て
開

放
部
分
が
あ
り
、
完
全
に
周
囲
を
囲
続
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
見
解
を
提
示
し

　
　
（
4
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

て

い

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
関
説
し
た
が
、
多
賀
城
の
創
建
期
に
関

し
て
い
え
ば
、
多
賀
城
は
、
右
に
み
た
ご
と
く
、
は
じ
め
か
ら
蝦
夷
の
居
住
地
域
と

境

を
接
し
た
前
線
の
城
柵
と
し
て
で
は
な
く
、
後
方
か
ら
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
国
府

兼
鎮
守
府
と
し
て
造
営
さ
れ
た
城
柵
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
軍
事
的
緊
張
の
高
く

な
い
場
所
を
選
ん
で
建
て
ら
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
賀
城
が
蝦
夷
の

攻
撃
に
直
接
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
は
、
当
初
は
、
当
然
、
想
定
さ
れ
て

い

な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
進
藤
氏
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
城
柵
の
外
郭
施
設
が

常
に
軍
事
的
機
能
を
第
一
義
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場

合
で

も
、
多
賀
城
と
玉
造
等
五
柵
な
ど
の
前
線
の
城
柵
と
で
は
立
地
・
役
割
が
大
き

く
異
な
る
の
で
、
そ
の
軍
事
的
機
能
に
も
一
定
の
差
異
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
前

線
の
城
柵
に
も
同
じ
よ
う
な
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
◎
に
関
し
て
、
進
藤
氏
は
「
多
賀
城
創
建
期
の
領
域
は
そ
れ
以
前
の
領
域
を

継
承
し
た
に
す
ぎ
」
ず
、
多
賀
城
・
玉
造
等
五
柵
な
ど
の
造
営
も
、
「
以
前
の
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

領
域
を
二
次
的
に
強
化
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、

し
た
が
う
べ
き
見
解
と
思
わ
れ
る
。
多
賀
城
・
玉
造
等
五
柵
な
ど
の
造
営
は
、
養
老

四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
後
に
大
き
く
動
揺
し
た
辺
郡
支
配
の
立
て
直
し
を
は
か
っ
た
も

の

と
い
う
見
解
を
本
稿
で
示
し
た
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
城
柵
・
官
衙
の
造
営

が
新

た
な
領
域
の
拡
大
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
支
配
領
域
を
二
次
的

に
強
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
進
藤
氏
の
見
解
と
よ
く
照
応
す
る
も

の

で
あ
る
と
考
え
る
。

　
◎
は
、
多
賀
城
創
建
段
階
に
瓦
の
製
作
技
法
の
刷
新
と
瓦
工
人
の
新
た
な
編
成
が

お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
と
き
編
成
さ
れ
た
瓦
の
生
産
体

制
が
畿
内
に
直
結
し
た
中
央
政
府
主
導
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以

上
、
こ
れ
ま
で
判
明
し
て
い
る
考
古
学
的
事
実
か
ら
、
多
賀
城
創
建
期
の
一
連

の
造
営
事
業
の
意
義
を
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

（
1
）
多
賀
城
は
、
当
初
か
ら
大
崎
・
牡
鹿
地
方
の
諸
城
柵
・
郡
家
と
一
体
の
も

　
　
の

と
し
て
計
画
・
造
営
さ
れ
た
。

　

（
2
）
一
連
の
造
営
事
業
は
、
大
崎
地
方
に
も
っ
と
も
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、

　
　
そ
こ
を
中
心
に
造
営
に
必
要
な
物
資
の
生
産
・
供
給
体
制
が
大
規
模
に
組
織
さ

　
　
れ
、
多
賀
城
へ
も
供
給
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

（
3
）
多
賀
城
の
外
郭
線
は
、
創
建
以
来
九
世
紀
初
頭
ま
で
開
放
部
分
が
あ
る
と

　
　
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
線
の
玉
造
等
五
柵
を
統
括
す
る
後

　
　
方
の
国
府
兼
鎮
守
府
と
し
て
建
置
さ
れ
た
多
賀
城
の
政
治
的
性
格
と
関
わ
る
も

　
　
の

と
し
て
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

　

（
4
）
こ
の
と
き
の
一
連
の
造
営
は
、
支
配
領
域
の
新
た
な
拡
大
を
意
図
し
た
も

　
　
の

で

は
な
く
、
七
世
紀
後
半
代
以
来
の
支
配
領
域
を
二
次
的
に
強
化
し
よ
う
と

　
　
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

（
5
）
造
営
体
制
の
構
築
に
あ
た
っ
て
は
、
畿
内
の
最
新
の
技
術
が
導
入
さ
れ
、

　
　
中
央
政
府
主
導
の
も
と
、
辺
郡
一
帯
か
ら
多
賀
城
に
か
け
て
の
広
汎
な
地
域
を

　
　
包
括
し
た
生
産
・
供
給
体
制
が
組
織
さ
れ
、
多
数
の
施
設
の
造
営
が
併
行
し
て

　
　
進
め

ら
れ
て
い
っ
た
。

　
さ
き
に
、
文
献
史
料
の
検
討
か
ら
、
養
老
・
神
亀
期
の
史
料
に
、
軍
糠
お
よ
び
軍
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事
物
資
の
運
搬
先
や
柵
戸
の
移
配
先
と
し
て
み
え
る
鎮
所
は
、
養
老
四
年
の
乱
後
に

お

け
る
辺
郡
の
支
配
体
制
を
強
化
す
る
た
め
の
政
策
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ

か

ら
、
辺
郡
に
所
在
す
る
複
数
の
城
柵
（
そ
れ
に
多
賀
城
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ

る
）
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
一
方
、
考
古
学
的
に
は
、
多
賀
城
の
造
営
と

並
行
し
て
、
大
崎
・
牡
鹿
地
方
一
帯
で
い
っ
せ
い
に
城
柵
・
郡
家
・
寺
院
な
ど
の
造

営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る

と
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
鎮
所
が
集
中
的
に
史
料
に
み
え
る
養
老
六
年
（
七
二
二
）

閏
四
月
か
ら
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
四
月
の
時
期
が
、
ち
ょ
う
ど
多
賀
城
の
、
し
た

が
っ

て

ま
た
大
崎
・
牡
鹿
地
方
の
諸
城
柵
・
郡
家
の
造
営
期
間
に
一
致
す
る
と
み
ら

れ

る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
佐
々
木
茂
槙
氏
が
、
養
老
～
神
亀
期
の

「鎮
所
」
を
、
当
時
建
郡
が
進
行
中
の
大
崎
地
方
に
お
か
れ
た
複
数
の
城
柵
の
総
称

　
　
　
（
4
6
）

と
解
し
た
こ
と
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
。
佐
々
木
氏
の
説
は
、
そ
の
後
平
川
氏
に
よ

っ

て

さ
ら
に
明
確
に
な
っ
た
多
賀
城
の
造
営
期
間
と
も
甑
鱈
せ
ず
、
い
っ
そ
う
蓋
然

性
が
高
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
私
も
、
基
本
的
に
は
佐
々
木
説
に
し
た

が
い

た
い
。
と
く
に
ω
の
柵
戸
の
主
要
な
移
配
先
が
、
大
崎
・
牡
鹿
地
方
の
諸
城
柵

周
辺
で
あ
る
こ
と
は
、
乱
後
の
辺
郡
の
状
況
か
ら
み
て
も
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

た

だ
、
当
該
期
の
「
鎮
所
」
に
多
賀
城
も
含
ま
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
が
問
題
と
し

て

残
る
と
思
わ
れ
る
。

　
私

は
、
こ
の
時
期
の
「
鎮
所
」
か
ら
多
賀
城
を
除
外
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

多
賀
城
が
大
崎
・
牡
鹿
地
方
の
諸
城
柵
（
1
1
玉
造
等
五
柵
）
と
一
体
の
造
営
事
業
に

よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
こ
と
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
考
古
学
的
に
明
ら
か
で
あ
る
し
、

機
能
的
に
も
多
賀
城
は
玉
造
等
五
柵
と
一
体
の
も
の
で
、
国
府
兼
鎮
守
府
と
し
て
そ

れ

ら
を
上
か
ら
統
括
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
城
柵
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
多
賀

城

に
は
兵
士
が
常
駐
し
て
い
た
の
で
、
お
そ
ら
く
創
設
当
初
の
鎮
兵
も
、
そ
の
一
部

が
配
備

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
軍
根
の
送
り
先
の
「
鎮
所
」
に
は
、
当
然
、

多
賀
城
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
神
亀
元
年
の
海
道
蝦
夷
の
反
乱
の
征
討

に
際
し
て
「
鎮
所
」
に
送
ら
れ
た
と
い
う
練
吊
・
純
・
綿
・
布
な
ど
の
軍
事
物
資

（）
C
（
）
も
、
既
述
の
よ
う
に
、
ま
ず
国
守
・
鎮
守
将
軍
の
い
る
創
建
時
の
国
府
多
賀

城

に
送
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
私
は
養
老

六
年
～
神
亀
元
年
の
『
続
日
本
紀
』
に
集
中
的
に
み
え
る
「
鎮
所
」
と
は
、
具
体
的

に
は
、
こ
の
時
期
に
い
っ
せ
い
に
造
営
が
進
め
ら
れ
て
い
た
多
賀
城
と
玉
造
等
五
柵

の

双
方
を
さ
す
と
考
え
る
。

0
乱
後
の
政
策
転
換
の
意
義

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
を
契
機
と
し
て
律
令
国

家
の
奥
羽
政
策
が
大
き
く
転
換
し
、
調
庸
制
の
停
止
ー
「
更
税
」
制
の
創
始
、
鎮
守

府
ー
鎮
兵
体
制
の
創
設
、
多
賀
城
や
玉
造
等
五
柵
の
造
営
、
黒
川
以
北
十
郡
の
建
置

な
ど
が
い
っ
せ
い
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本

節
で
は
、
こ
れ
ら
の
組
織
的
な
政
策
転
換
が
乱
後
の
い
つ
ご
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、
ま

た

全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
み

て
お
き
た
い
。

　
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
後
、
は
じ
め
て
政
策
転
換
の
き
ざ
し
が
現
わ
れ
る
の
は
、

翌
年
八
月
の
出
羽
国
を
陸
奥
按
察
使
の
管
轄
下
に
置
く
と
い
う
記
事
で
あ
ろ
う
（
表

1
参
照
）
。
そ
れ
以
前
の
四
年
十
一
月
と
五
年
六
月
に
は
相
つ
い
で
調
庸
が
減
免
さ

れ
て

い

る
が
、
ほ
か
に
こ
れ
と
い
っ
た
政
策
は
打
ち
出
さ
れ
て
い
な
い
。
陸
奥
按
察

使
管
内
に
出
羽
も
編
入
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
辺
境
諸
国
統
一
指
揮
の
必
要
」
が

　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

痛
感
さ
れ
た
た
め
で
、
乱
の
経
験
に
よ
る
も
の
と
み
て
よ
い
が
、
こ
れ
は
乱
の
起
こ

っ

た
陸
奥
の
現
地
に
対
し
て
と
ら
れ
た
政
策
で
は
な
い
。
つ
ぎ
に
六
年
閏
四
月
に
、

按
察
使
管
内
の
調
庸
の
停
止
と
更
税
の
制
の
創
始
、
鎮
所
へ
の
運
穀
奨
励
策
な
ど
を

定
め
た
太
政
官
奏
が
発
布
さ
れ
る
。
こ
の
政
策
が
き
わ
め
て
画
期
的
か
つ
組
織
的
で

あ
る
こ
と
は
、
本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
養
老
四
年
に
蝦
夷
の
反
乱
が
勃
発
し
た
あ
と
、
す
ぐ

さ
ま
征
夷
軍
が
編
成
・
派
遣
さ
れ
て
乱
の
鎮
圧
に
あ
た
る
が
、
当
初
中
央
政
府
が
陸
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奥
の
現
地
に
対
し
て
と
っ
た
措
置
は
、
も
っ
ぱ
ら
調
庸
の
減
免
策
で
あ
り
、
辺
郡
の

動
揺
に
対
す
る
対
症
療
法
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
最
初
に
大
き
く

転
換
す
る
の
が
、
六
年
閏
四
月
の
太
政
官
奏
で
出
さ
れ
た
一
連
の
政
策
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
律
令
国
家
は
、
こ
の
間
に
、
従
前
の
よ
う
な
辺
境
政
策
で
は
蝦
夷
の
反

乱
を
未
然
に
防
ぎ
、
辺
郡
を
安
定
的
に
支
配
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認

識
を
も
つ
に
い
た
り
、
奥
羽
政
策
の
根
本
的
な
転
換
に
踏
み
切
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
多
賀
城
と
玉
造
等
五
柵
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
「
鎮
所
」
が
初
め
て
登
場
す
る

の

も
同
じ
官
奏
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
多
賀
城
1
1
玉
造
等
五
柵
体
制
や

黒
川
以
北
十
郡
建
置
な
ど
が
立
案
さ
れ
、
実
施
に
移
さ
れ
る
の
も
、
二
度
目
の
調
庸

免
除
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
養
老
五
年
六
月
か
ら
太
政
官
奏
が
発
布
さ
れ
る
翌
六
年

閏
四
月
前
後
に
か
け
て
の
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
就
中
、
辺
郡
の
支
配
強
化
策

を
組
織
的
に
打
ち
出
す
太
政
官
奏
が
発
布
さ
れ
る
六
年
閏
四
月
前
後
の
可
能
性
が
高

い

と
み
ら
れ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
平
川
氏
は
、
多
賀
城
政
庁
と
外
郭
南
門
を
結
ぶ

道
路
の
付
設
の
時
期
を
、
「
養
老
五
年
四
月
以
降
お
そ
ら
く
養
老
六
年
に
か
け
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

頃
」
と
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
で
の
律
令
国
家
の
奥
羽
政
策
の
転
換
時
期

の

考
察
結
果
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
多
賀
城
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
と
同
一
の
政
策
の
所

産
で
あ
る
玉
造
等
五
柵
・
黒
川
以
北
の
諸
郡
の
郡
家
の
造
営
開
始
時
期
を
、
養
老
六

年
の
前
半
前
後
と
み
る
推
定
は
、
か
な
り
蓋
然
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
つ

ぎ
に
、
乱
後
に
推
進
さ
れ
る
新
し
い
奥
羽
政
策
全
体
の
性
格
を
、
ど
う
把
え
た

ら
よ
い
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
の
時
期
に
と
ら
れ
た
政
策
の
特
徴
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
律
令
制
支
配
の
根
幹

で

あ
る
調
庸
制
の
停
止
と
「
更
税
」
の
制
の
創
設
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
律
令
制
の
基
本
的
な
原
則
の
変
更
を
と
も
な
う
思
い
切
っ
た
政
策
が
つ
ぎ
つ
ぎ

と
打
ち
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鎮
所
へ
の
運
穀
奨
励
策
も
、
東
国
な
ど
の

在
地
豪
族
の
私
富
の
征
夷
へ
の
導
入
と
い
う
こ
と
自
体
、
斬
新
な
政
策
で
あ
る
が
、

そ
の
後
整
備
さ
れ
た
鎮
兵
制
は
、
東
国
の
軍
団
兵
か
ら
徴
発
し
た
長
上
兵
に
公
根
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

支
給
し
て
、
城
柵
に
配
備
す
る
令
外
の
兵
制
で
あ
る
。
こ
の
鎮
兵
は
軍
防
令
制
の
戦

時
編
成
に
準
じ
た
軍
隊
で
、
坂
東
か
ら
の
征
討
軍
の
常
駐
化
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ

が
常
置
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
律
令
制
本
来
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
特
異

　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
多
賀
城
の
創
建
と
と
も
に
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
鎮

守
府
は
、
基
本
的
に
は
鎮
兵
の
統
括
機
関
と
み
な
せ
る
が
、
将
軍
・
副
将
軍
・
軍
監

（判
官
）
・
軍
曹
（
主
典
）
と
い
う
そ
の
官
員
構
成
は
、
軍
事
行
動
に
際
し
て
臨
時
に

任
命
さ
れ
る
征
討
使
の
官
制
（
軍
防
令
2
4
将
帥
出
征
条
）
に
準
じ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
鎮
守
府
が
鎮
兵
の
統
轄
機
関
を
基
本
と
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
鎮
守
府
は
、
征
討
時
に
は
鎮
守
府
直
属
の
鎮

兵
だ

け
で
は
な
く
、
坂
東
の
騎
兵
・
軍
士
な
ど
他
国
の
軍
兵
を
も
統
括
し
て
お
り
、

官
員
構
成
上
か
ら
も
、
軍
兵
の
指
揮
権
か
ら
も
、
鎮
守
府
に
は
征
討
使
を
常
駐
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

せ

た
組
織
と
い
う
性
格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鎮
守
府
ー
鎮
兵
体
制
は
、
単
に
そ
れ
ら
が
令
外
の
官
、
令
外
の
兵

制
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
律
令
制
の
原
則
を
大
幅
に
変
更
し
て
創
設
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
調
庸
制
を
停
止
し
て
制
定
さ
れ
た
「
更
税
」
の
制
に
通

じ
る
面
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
に
対
す
る
律
令
国
家
の
衝

撃
の
大
き
さ
と
、
乱
後
の
律
令
国
家
の
奥
羽
政
策
に
か
け
る
意
気
ご
み
の
程
が
察
せ

ら
れ
る
。

　
乱
の

二
年
前
の
養
老
二
年
（
七
一
八
）
五
月
、
陸
奥
国
か
ら
石
城
・
石
背
両
国
が

分
離
独
立
す
る
が
、
こ
の
と
き
は
同
時
に
越
前
国
か
ら
能
登
国
が
、
上
総
国
か
ら
安

房
国
が
分
立
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
城
・
石
背
両
国
の
分
割
は
、
必
ず
し
も

奥
羽
独
自
の
政
策
で
は
な
く
、
広
く
東
国
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
政
策
の
一
環
で
あ

っ

た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
安
房
・
能
登
両
国
は
、
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
に
、

安
房
国
は
も
と
ど
お
り
上
総
国
に
、
能
登
国
は
越
中
国
に
併
合
さ
れ
、
天
平
宝
字
元

年
（
七
五
七
）
に
い
た
っ
て
ふ
た
た
び
両
国
が
分
立
す
る
と
い
う
変
遷
を
た
ど
っ
て

い

る
。
と
こ
ろ
が
石
城
・
石
背
両
国
の
み
は
、
分
立
後
数
年
で
陸
奥
国
に
再
併
合
さ

れ
て

し
ま
う
。
そ
の
具
体
的
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
石
城
・
石
背
両
国
が
最
後

に
み
え
る
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
十
一
月
か
ら
、
「
坂
東
九
国
」
（
通
常
の
坂
東
八
国
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に
陸
奥
国
を
加
え
た
も
の
と
解
さ
れ
る
）
と
い
う
表
記
の
み
え
る
神
亀
元
年
（
七
二

八
）
四
月
の
間
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
（
旧
稿
参
照
）
。
と
す
れ
ば
、
両
国
の
異
例

の
短
期
間
で
の
陸
奥
国
へ
の
再
併
合
も
ま
た
、
養
老
四
年
の
反
乱
後
の
一
連
の
政
策

転
換
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
石
城
・
石
背
両
国
の
き
わ
め
て
短
期
間
で
の
陸
奥
国
へ
の
再
併
合
は
、
和
銅
年
間

以
来
、
律
令
国
家
が
進
め
て
き
た
奥
羽
政
策
が
破
綻
し
、
大
幅
な
政
策
の
見
直
し
、

転
換

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
㈲
和
銅
元
年
（
七
〇

八
）
の
越
後
国
出
羽
郡
の
建
郡
に
は
じ
ま
り
、
㈲
同
五
年
の
出
羽
国
建
国
と
陸
奥
国

最

上
・
置
賜
二
郡
の
出
羽
国
へ
の
移
管
、
回
同
六
年
の
陸
奥
国
丹
取
郡
の
建
置
、
ω

同
七
年
の
尾
張
・
上
野
・
信
濃
・
越
後
等
の
国
の
民
二
〇
〇
戸
の
出
羽
柵
戸
へ
の
移

配
、
⑧
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
の
坂
東
六
ヶ
国
の
富
民
一
〇
〇
〇
戸
の
陸
奥
国
へ
の

移
配
、
ω
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
の
信
濃
・
上
野
・
越
前
・
越
後
の
四
ヶ
国
の
百
姓

各
一
〇
〇
戸
の
出
羽
柵
戸
へ
の
移
配
、
⑧
養
老
二
年
（
七
一
八
）
の
陸
奥
国
か
ら
の

石
城
・
石
背
両
国
の
分
置
、
そ
し
て
㈲
養
老
三
年
（
七
一
九
）
の
東
海
・
東
山
・
北

陸
三
道
の
民
二
〇
〇
戸
の
出
羽
柵
へ
の
移
配
と
推
進
さ
れ
て
き
た
八
世
紀
初
頭
の
奥

羽

政
策
で
あ
っ
た
が
（
表
1
参
照
）
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
政
策
は
、
出
羽
国
の
分
置

と
そ
の
基
盤
強
化
（
a
・
b
・
d
・
f
・
h
）
と
、
陸
奥
国
北
辺
部
の
基
盤
強
化
と

そ
の
分
離
・
独
立
（
C
・
e
・
σ
0
）
の
二
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う

の

は
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
の
石
城
・
石
背
両
国
の
分
置
は
、
一
面
で
は
、
蝦
夷

の
居
住
地
と
境
を
接
す
る
特
殊
な
地
域
だ
け
を
小
規
模
の
陸
奥
国
と
し
て
残
し
、
他

地
域
か

ら
分
離
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
越
後
国
か
ら
の
出
羽
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国
の
分
立
と
同
一
路
線
上
に
あ
る
政
策
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、

い

わ
ば
出
羽
国
方
式
の
律
令
国
家
の
辺
境
支
配
は
、
出
羽
の
場
合
は
、
出
羽
郡
建
郡

直
後
の
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
に
蝦
夷
の
反
乱
が
起
こ
る
が
、
そ
の
鎮
圧
に
成
功
し
、

以
後
、
こ
の
体
制
が
恒
久
化
す
る
。
一
方
、
陸
奥
国
で
は
、
石
城
・
石
背
両
国
の
分

置
に
よ
る
小
規
模
陸
奥
国
の
誕
生
直
後
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
、
空
前
の
規
模

の

蝦
夷
の
反
乱
が
勃
発
す
る
。
乱
自
体
は
ま
も
な
く
征
夷
軍
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
る

が
、
そ
の
後
も
辺
郡
一
帯
の
動
揺
が
な
か
な
か
収
ま
ら
ず
、
つ
い
に
律
令
国
家
は
、

本
稿
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
全
面
的
な
政
策
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。
そ
の
な
か
で
出
羽
国
方
式
は
破
棄
さ
れ
、
い
っ
た
ん
分
置
さ
れ
た
石

城
・
石
背
両
国
が
ふ
た
た
び
陸
奥
国
に
併
合
さ
れ
て
、
広
域
陸
奥
国
が
復
活
す
る
こ

と
に
な
る
。

　
石

城
・
石
背
両
国
の
分
置
は
、
旧
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
両
国
を
陸
奥
国
か

ら
切
り
離
し
て
坂
東
諸
国
な
ど
と
と
も
に
小
規
模
陸
奥
国
の
後
援
（
‖
人
的
・
物
的

資
源
の
供
給
基
地
）
と
位
置
づ
け
、
兵
役
や
夷
禄
な
ど
の
蝦
夷
支
配
の
た
め
の
基
本

的
、
直
接
的
な
負
担
を
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
新
制
陸
奥
国
に
に
な
わ
せ
よ
う
と
す
る
体

制
の
創
設
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
出
羽

国
方
式
に
よ
る
新
体
制
は
、
陸
奥
国
で
は
、
成
立
後
ま
も
な
く
蝦
夷
の
反
乱
に
遭
っ

て

も
ろ
く
も
瓦
解
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
新
制
陸
奥
国
の
み
の
国
力
で
は
、
陸
奥
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の

蝦
夷
の
支
配
を
安
定
的
に
お
こ
な
う
こ
と
は
無
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
り
、

そ
の
後
、
代
わ
っ
て
希
求
さ
れ
た
の
が
、
石
城
・
石
背
両
国
を
再
び
陸
奥
国
に
併
合

し
て
広
域
陸
奥
国
を
復
活
す
る
と
と
も
に
、
前
線
に
あ
た
る
辺
郡
地
域
に
、
坂
東
諸

国
な
ど
か
ら
物
資
・
人
員
を
組
織
的
に
導
入
し
、
城
柵
・
郡
家
な
ど
の
支
配
機
構
を

大
幅
に
整
備
・
強
化
す
る
一
方
で
、
調
庸
制
の
停
廃
、
勧
農
、
軍
事
教
練
、
ト
ネ
リ

や

衛
士
・
仕
丁
な
ど
の
本
国
帰
還
な
ど
を
組
織
的
に
実
施
し
て
、
広
域
陸
奥
国
の
国

力
増
強
策
を
強
力
に
推
進
し
、
復
活
し
た
広
域
陸
奥
国
一
国
で
平
時
の
蝦
夷
支
配
を

安
定
的
に
お
こ
な
え
る
体
制
を
創
設
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
多
賀
城
が
成
立
す

る
神
亀
元
年
前
後
に
、
こ
の
体
制
は
一
応
の
完
成
を
み
る
の
で
あ
る
。
旧
稿
で
は
、

こ
れ
を
「
神
亀
元
年
体
制
」
な
い
し
「
陸
奥
一
国
体
制
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
た
。

　
平

川
南
氏
は
、
「
多
賀
城
の
創
建
は
、
和
銅
元
年
体
制
と
よ
ば
れ
る
八
世
紀
前
半

の

全
国
的
な
地
方
行
政
整
備
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
出
羽
国
建
国
に
は
じ
ま
る
陸
奥
国
北
部
の
改
変
、
石
城
・
石
背
両
国
の
分
置
な

ど
一
連
の
東
北
政
策
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
和
銅
元
年
体
制
の
延
長
線
上

に
多
賀
城
の
創
建
を
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
石
城
・
石
背
両
国
の
分
置
策
と
連
動
し
た

8
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政
策
と
み
て
い
る
が
、
如
上
の
考
察
が
大
筋
で
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
逆

で

あ
っ
て
、
石
城
・
石
背
両
国
の
陸
奥
国
へ
の
再
併
合
と
多
賀
城
の
創
建
が
連
動
す

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
養
老
二
年
の
石
城
・
石
背
両
国
の
分
離
が
、
和
銅
元

年
以
来
の
奥
羽
政
策
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
両
国
の
再
併
合
は
、
養
老

四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
に
よ
っ
て
陸
奥
国
で
従
来
の
路
線
が
破
綻
し
て
し
ま
っ
た
の
ち

に
、
あ
ら
た
な
律
令
国
家
の
辺
境
支
配
策
の
一
環
と
し
て
、
鎮
守
府
ー
鎮
兵
体
制
や

多
賀
城
・
玉
造
等
五
柵
・
黒
川
以
北
十
郡
な
ど
の
建
置
と
一
体
の
も
の
と
し
て
構
想

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
多
賀
城
は
広
域
陸
奥
国
の
国
府
と

し
て
創
建
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ

う
す
る
と
、
広
域
陸
奥
国
の
復
活
、
す
な
わ
ち
石
城
・
石
背
両
国
の
陸
奥
国
へ

の
再
併
合
の
時
期
も
、
多
賀
城
の
完
成
と
あ
ま
り
隔
た
ら
な
い
時
期
を
想
定
す
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
土
田
直
鎮
氏
は
、
養
老
五
年
（
七
二

一
）
八
月
に
出
羽
国
を
陸
奥
按
察
使
の
管
下
に
置
い
た
こ
と
を
、
養
老
四
年
の
蝦
夷

の
反
乱
の

あ
と
、
「
辺
境
諸
国
統
一
指
揮
の
必
要
が
痛
感
せ
ら
れ
た
」
こ
と
に
よ
る

も
の
と
し
、
石
城
・
石
背
両
国
の
停
廃
時
期
も
同
様
の
理
由
か
ら
養
老
五
年
ご
ろ
に
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求
め
て
い
る
。
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
が
、
二
つ
の
施
策
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
の
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
両
国
の
停
廃
は
、
む
し
ろ
按

察
使
に
よ
る
広
域
管
轄
体
制
の
限
界
を
克
服
す
る
た
め
の
政
策
と
解
さ
れ
る
か
ら
、

出
羽
国
の
陸
奥
按
察
使
管
下
へ
の
編
入
と
い
う
政
策
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
立
案
さ

れ

た
も
の
と
み
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
両
国
の
停
廃
と
広
域
陸
奥
国
の

復
活

に
は
、
辺
郡
一
帯
の
支
配
・
鎮
守
体
制
の
強
化
や
新
国
府
多
賀
城
の
成
立
が
不

可
欠
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
両
国
停
廃
の
時
期
は
、
玉
造
等
五
柵

や
黒
川
以
北
十
郡
の
建
置
に
よ
る
辺
郡
支
配
の
再
編
・
強
化
策
が
一
段
落
し
、
多
賀

城
が
成
立
す
る
神
亀
元
年
ご
ろ
ま
で
引
き
下
げ
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
。

　
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
を
契
機
と
す
る
律
令
国
家
の
辺
境
支
配
体
制
の
大
き
な

変
化
と
し
て
は
、
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
も
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
黒
川
以
北

十
郡

と
は
、
大
崎
地
方
か
ら
牡
鹿
地
方
に
か
け
て
の
蝦
夷
の
居
住
地
に
近
接
し
た
地

域

に
置
か
れ
た
一
〇
の
郡
の
こ
と
で
、
『
和
名
抄
』
に
よ
れ
ば
、
二
～
五
郷
、
平
均

三
・
二
郷
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
い
ず
れ
も
非
常
に
小
規
模
な
郡
で
あ
っ
た
。
こ
の
黒

川
以
北
十
郡
は
、
ち
ょ
う
ど
玉
造
等
五
柵
が
置
か
れ
た
地
域
に
相
当
し
、
し
か
も
旧

稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
玉
造
等
五
柵
と
一
体
の
も
の
と
し
て
、
い
ず
れ
も
神
亀
元
年

前
後
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
微
小
な
郡
に
細
分
さ
れ
な

が

ら
も
、
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
八
月
己
亥
（
3
0
日
）
条
に
「
其
牡
鹿
・
小
田
・
新

田
・
長
岡
・
志
太
・
玉
造
’
富
田
・
色
麻
・
賀
美
・
黒
川
等
一
十
箇
郡
、
与
・
賊
接
・

居
、
不
・
可
・
同
等
↓
故
特
延
・
復
年
一
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
一
方
で
一
体
的
に
把
握

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
城
柵
が
こ
れ
ら
の
郡
を
上
か
ら
統
括

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
黒

川
以
北
十
郡
は
、
蝦
夷
と
境
を
接
し
、
そ
の
軍
事
的
脅
威
に
た
え
ず
さ
ら
さ
れ

て

い

る
と
い
う
特
殊
な
状
況
に
加
え
て
、
そ
の
住
民
構
成
が
柵
戸
と
呼
ば
れ
る
坂
東

諸
国
な
ど
か
ら
の
移
民
を
主
体
と
し
て
い
る
点
で
も
特
異
な
郡
で
あ
っ
た
。
こ
の
地

域

に
は
、
本
来
の
住
民
で
あ
る
蝦
夷
系
の
人
々
も
少
な
か
ら
ず
居
住
し
て
い
た
が
、

彼
ら
は
郡
の
統
属
下
に
は
な
く
、
城
司
の
常
駐
す
る
城
柵
に
統
括
さ
れ
て
い
た
と
考
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え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
が
、
黒
川
以
北
十
郡
の
も
う
一
つ
の
特
殊
性
は
、
譜
第
郡

領
家
が
十
分
に
成
長
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
郡
の
郡
領
は
、

牡
鹿
郡
の
郡
領
家
と
な
る
道
嶋
氏
の
よ
う
に
、
そ
の
多
く
は
東
国
な
い
し
陸
奥
国
南

部
の
富
民
層
の
出
身
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
郡
司
の
同
姓
併
用
を
禁
じ
た
天
平
七

年
（
七
三
五
）
五
月
二
十
一
日
格
（
コ
ニ
代
格
』
弘
仁
五
年
三
月
二
十
九
日
官
符
所

引
）
で
「
如
於
・
他
姓
中
一
無
・
人
・
可
・
用
者
、
僅
得
・
用
・
於
少
領
已
上
⇔
以
外
悉
停
・

任
。
但
神
郡
・
国
造
・
陸
奥
之
近
夷
郡
・
多
樹
嶋
郡
等
、
聴
・
依
二
先
例
’
」
と
、
例

外
的
に
同
姓
併
用
が
認
め
ら
れ
た
な
か
に
見
え
る
「
陸
奥
之
近
夷
郡
」
と
は
、
黒
川

以
北
十
郡
を
さ
し
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
が
、
近
夷
郡
で
同
姓
併
用
が
認
め
ら

れ

た
の
は
、
共
同
体
的
諸
関
係
が
未
成
熟
で
、
郡
領
家
も
弱
体
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
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る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

鈎
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そ
も
そ
も
律
令
制
下
の
郡
は
、
在
地
の
名
望
家
た
る
譜
第
郡
領
家
が
、
そ
の
伝
統

的
権
威
を
背
景
に
し
て
、
配
下
の
民
戸
を
人
格
的
に
支
配
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
新
た
に
郡
を
建
置
し
て
そ
こ
に
遠
隔
地
か
ら
多
数
の
移
民
を

送
り
こ
み
、
新
任
の
郡
司
が
彼
ら
を
支
配
・
統
率
す
る
と
い
う
の
は
、
郡
の
支
配
形

態
と
し
て
き
わ
め
て
変
則
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
す
で
に
ふ
れ
た

よ
う
に
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
の
あ
と
に
住
民
の
浮
浪
・
逃
亡
が
大
量
発
生
し
、

辺
郡
の
混
乱
・
動
揺
は
な
か
な
か
収
ま
ら
な
い
と
い
う
事
態
に
お
ち
い
り
、
律
令
国

家
は
辺
郡
支
配
の
困
難
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
陸
奥
国
の
辺
郡
に
あ
た
る
大
崎
・
牡
鹿
地
方
は
、
遅
く
と
も
七
世
紀
末
ま
で
に
は
、

中
央
政
府
の
支
配
下
に
入
っ
て
お
り
、
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
以
前
に
、
す
で
に
信

太
郡
・
丹
取
郡
な
ど
複
数
の
郡
が
置
か
れ
て
い
た
。
黒
川
以
北
十
郡
は
、
基
本
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

そ
の
領
域
を
引
き
継
い
で
再
分
割
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
微
小
な
近
夷
郡

も
、
養
老
四
年
の
乱
後
に
建
置
さ
れ
た
黒
川
以
北
十
郡
に
お
い
て
初
め
て
誕
生
す
る

の

で

あ
る
。
郡
の
領
域
を
細
分
化
し
た
の
は
、
旧
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
郡
司
に

よ
る
領
域
支
配
を
少
し
で
も
容
易
に
す
る
た
め
の
方
策
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、

乱
後

に
辺
郡
支
配
の
動
揺
が
長
期
化
す
る
な
か
で
、
通
常
の
令
制
郡
程
度
の
規
模
で

住
民
支
配

を
お
こ
な
う
こ
と
の
困
難
さ
が
痛
感
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
こ

の
地
域

に
城
柵
を
増
設
し
て
、
細
分
化
し
た
郡
の
い
く
つ
か
を
城
柵
に
統
括
さ
せ
、

国
（
国
司
）

城
柵

（城
司
）

郡

（郡

司
）
1
公
民
（
‖
柵
戸
）

蝦
夷

と
い
う
他
地
域
に
は
み
ら
れ
な
い
支
配
組
織
を
辺
郡
に
構
築
し
て
、
辺
郡
支
配
の
強

化
・
安
定
を
は
か
っ
た
の
が
、
玉
造
等
五
柵
ー
黒
川
以
北
十
郡
体
制
の
創
設
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以

上
、
第
②
節
で
検
討
し
た
①
調
庸
制
の
停
止
と
「
更
税
」
の
制
の
創
始
に
加
え

て
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
後
か
ら
神
亀
元
年
前
後
に
か
け
て
き
わ
め
て
組
織
的

に
実
施
さ
れ
、
か
つ
多
賀
城
の
成
立
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
政
策
で
あ
る
、
②
鎮

守
府
ー
鎮
兵
体
制
、
③
石
城
・
石
背
両
国
の
短
期
間
で
の
陸
奥
国
へ
の
再
併
合
と
広

域
陸
奥
国
の
復
活
、
④
玉
造
等
五
柵
ー
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
な
ど
を
検
討
し
て
き

た
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
政
策
の
意
義
を
改
め
て
総
括
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
①
は
、
律
令
国
家
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
律
令
制
の
根
本
原
則
を
変
更
し
、
な
お
か

つ
中
央
財
政
の
収
入
減
を
容
認
し
て
ま
で
も
大
幅
な
負
担
減
を
断
行
し
て
、
乱
に
よ

っ

て

疲
弊
し
た
奥
羽
の
民
力
の
休
養
と
、
在
地
の
基
盤
強
化
と
を
は
か
っ
た
も
の
で
、

律
令
国
家
の
乱
後
の
奥
羽
政
策
に
か
け
る
断
固
た
る
決
意
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま

た
一
方
で
、
夷
禄
の
確
保
が
優
先
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
蝦
夷
対
策
も
決
し
て

等
閑
に
付
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
②
は
、
端
的
に
い
っ
て
、
征
夷
使
と
征
夷
軍
の

常
駐
化
で

あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
陸
奥
国
司
に
鎮
官
を
兼
務
さ
せ
、
そ
の
う
ち
の
何

人
か

を
城
司
と
し
て
各
城
柵
に
常
駐
さ
せ
て
、
当
国
兵
（
軍
団
兵
）
に
加
え
て
鎮
兵

を
統
率
さ
せ
る
と
い
う
体
制
を
創
設
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
陸

奥
国
に
強
力
な
軍
国
体
制
を
布
こ
う
と
し
た
も
の
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
で
は

な
い
。
多
賀
城
は
こ
の
よ
う
な
体
制
の
要
と
な
る
国
府
兼
鎮
守
府
と
し
て
構
想
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
③
は
和
銅
以
来
の
奥
羽
政
策
の
破
綻
を
も
っ
と
も
よ
く
象
徴
す
る
も

の

で

あ
る
。
乱
の
直
前
に
石
城
・
石
背
両
国
を
分
離
し
て
誕
生
し
た
小
規
模
な
陸
奥

国
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
国
力
の
み
で
は
陸
奥
の
蝦
夷
を
強
圧
的
に
支
配
す
る
こ
と
は

到
底
困
難
で
あ
る
こ
と
が
、
未
曾
有
の
反
乱
を
体
験
し
て
明
白
と
な
り
、
急
遽
両
国

を
陸
奥
国
に
再
統
合
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
、
こ
の
時
期
広
域
陸
奥
国
全
体
の

国
力
強
化
が
推
し
進
め
ら
れ
て
、
「
陸
奥
一
国
体
制
」
が
形
成
さ
れ
る
。
多
賀
城
は

か
か

る
意
義
を
も
つ
広
域
陸
奥
国
の
国
府
と
し
て
創
建
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
④
は
、

こ
の
時
期
の
政
策
の
眼
目
が
辺
郡
支
配
の
再
編
強
化
に
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す

も
の
で
、
多
賀
城
は
そ
の
後
援
に
位
置
し
、
国
府
1
1
鎮
守
府
と
し
て
こ
れ
ら
を
後
方

か

ら
統
括
す
る
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
～
④
の
政
策
は
、
広
域
陸
奥
国
全
体
の
基
盤
強
化
を
目
的
と
し
た
①
③
と
、
辺

8
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郡
の
支
配
体
制
の
強
化
策
で
あ
る
②
④
に
大
き
く
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

は
、
一
連
の
政
策
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
神
亀
元
年
体
制
」
が
、
辺
郡
支
配
の
強
化

と
陸
奥
国
全
体
の
基
盤
強
化
策
の
二
つ
の
柱
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
乱
後
の
律
令
国
家
の
辺
境
政
策
の
理
念
は
、
ま
ず
乱
後
、
支

配
体
制
が
大
き
く
動
揺
し
た
辺
郡
に
五
つ
の
城
柵
を
配
置
し
、
そ
こ
に
軍
団
兵
に
加

え
て
新
た
に
東
国
か
ら
徴
発
し
た
長
上
兵
で
あ
る
鎮
兵
を
配
備
し
て
軍
備
を
飛
躍
的

に
強
化
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
郡
を
分
割
・
再
編
し
て
郡
領
に
よ
る
郡
支
配

の

強
化
も
は
か
る
。
も
う
一
方
で
、
調
庸
制
の
停
止
と
「
更
税
」
の
制
の
創
始
に
よ

っ

て
、
大
幅
な
負
担
減
を
断
行
し
て
陸
奥
按
察
使
管
内
全
体
の
疲
弊
の
回
復
を
促
進

し
、
さ
ら
に
は
勧
農
政
策
と
軍
事
教
練
を
実
施
し
て
そ
の
国
力
を
増
強
す
る
と
と
も

に
、
石
城
・
石
背
両
国
を
陸
奥
国
に
再
併
合
す
る
こ
と
で
広
域
陸
奥
国
の
令
制
国
と

し
て
の
一
体
性
を
回
復
さ
せ
、
陸
奥
国
全
体
の
基
盤
強
化
を
推
進
し
て
、
そ
の
蝦
夷

支
配
の
後
方
基
地
化
を
は
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
蝦
夷
と
境
を
接

す
る
辺
郡
を
蝦
夷
支
配
の
前
線
基
地
と
し
て
ま
ず
整
備
・
強
化
し
、
さ
ら
に
こ
の
辺

郡

を
人
的
・
物
的
に
支
え
る
後
方
基
地
と
し
て
復
活
し
た
陸
奥
国
を
位
置
づ
け
る
と

い
う
政
策
理
念
で
あ
り
（
1
1
陸
奥
一
国
体
制
）
、
国
府
兼
鎮
守
府
の
多
賀
城
は
、
い

わ

ば

こ
の
辺
郡
と
陸
奥
国
と
い
う
、
蝦
夷
支
配
で
の
二
つ
の
枠
組
み
を
結
び
つ
け
有

効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
結
節
点
と
い
う
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
そ
し
て
こ
れ
ら
の
政
策
全
体
を
通
じ
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
調
庸
制
の
停
廃
1
1

「更
税
」
の
制
の
創
始
を
は
じ
め
と
し
て
、
鎮
守
府
－
鎮
兵
体
制
や
微
小
な
近
夷
郡

1
1
黒
川
以
北
十
郡
の
建
置
な
ど
、
い
ず
れ
も
律
令
制
の
原
則
か
ら
大
き
く
ふ
み
出
し

た
、
画
期
的
な
も
の
ば
か
り
が
目
に
つ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
律
令
国

家
の

強
圧
的
な
支
配
に
対
す
る
蝦
夷
の
大
規
模
な
反
抗
が
、
辺
郡
の
民
衆
に
深
刻
な

動
揺
を
巻
き
起
こ
し
て
律
令
国
家
を
苦
境
に
立
た
せ
、
結
果
的
に
律
令
制
の
原
則
に

こ
だ
わ
ら
な
い
、
在
地
の
実
情
に
即
し
た
対
応
を
引
き
出
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え

よ
う
。
天
平
年
間
に
お
け
る
行
基
に
対
す
る
対
策
の
変
化
や
土
地
政
策
・
浮
浪
人
対

策
の
転
換
な
ど
は
、
律
令
国
家
の
体
制
的
な
転
換
を
意
味
す
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る

煙
、
こ
れ
ら
養
老
・
神
亀
期
の
一
連
の
政
策
は
、
律
令
国
家
の
辺
境
政
策
に
限
定
さ

れ

た
も
の
と
は
い
え
、
そ
の
先
駆
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
乱
後
の
政
策
を
通
じ
て
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ

の

時
期
を
境
に
し
て
陸
奥
出
羽
両
国
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
あ
っ
た
、
異
な
る
政

策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
和
銅

年
間
以
来
、
越
後
国
か
ら
の
出
羽
国
の
分
立
、
石
城
・
石
背
両
国
の
分
置
と
小
規
模

陸
奥
国
の
成
立
と
い
う
よ
う
に
、
奥
羽
両
国
で
同
様
に
推
進
さ
れ
て
き
た
律
令
国
家

の

辺
境
政
策
の
路
線
が
、
陸
奥
側
で
は
乱
に
よ
っ
て
破
綻
し
、
広
域
陸
奥
国
が
復
活

す
る
。
ま
た
多
賀
城
の
成
立
と
と
も
に
鎮
守
府
ー
鎮
兵
体
制
が
成
立
す
る
が
、
出
羽

国
で
は
鎮
守
府
は
最
後
ま
で
置
か
れ
な
か
っ
た
し
、
鎮
兵
の
配
備
も
ず
っ
と
遅
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

恒
常

的
な
鎮
兵
制
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
乱
後
の
陸
奥
国
で
は
、
神
亀
五
年
に
新
た
に
白
河
軍
団
を
置
く
な
ど
、
徐
々
に

軍

団
制
を
整
備
し
て
い
く
。
二
団
に
削
減
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
大
体
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

て

陸
奥
国
に
は
四
～
七
団
の
軍
団
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
出
羽
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

は
一
貫
し
て
一
団
し
か
置
か
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
出
羽
国
で
は
、
山
北

三

郡
（
山
本
・
雄
勝
・
平
鹿
）
が
近
夷
郡
と
し
て
一
括
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
九
世
紀
後
半
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
雄
勝
・
平
鹿
両
郡
が
建
置

さ
れ
た
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
以
降
、
少
な
く
と
も
九
世
紀
初
頭
ま
で
の
山
北

地
方
に
は
、
二
郡
し
か
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
黒
川
以
北
十
郡
の
よ

う
な
微
細
な
近
夷
郡
も
陸
奥
国
に
特
有
な
存
在
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
「
神
亀
元
年
体
制
」
の
成
立
以
降
、
陸
奥
出
羽
両
国
で
の
政
策
に
相
違
が
目

立
っ

て

く
る
。
こ
れ
ま
た
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
に
よ
っ
て
、
律
令
国
家
が

”

陸
奥
の
蝦
夷
あ
な
ど
る
べ
か
ら
ず
”
と
の
認
識
を
深
め
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
以
上

に
み
て
き
た
よ
う
に
、
乱
後
に
矢
継
ぎ
ば
や
に
実
施
さ
れ
た
諸
政
策
の
検
討

か

ら
、
養
老
四
年
の
蝦
夷
の
反
乱
の
影
響
の
深
刻
さ
と
、
律
令
国
家
の
受
け
た
衝
撃

86



熊谷公男［養老四年の蝦夷の反乱と多賀城の創建］

の
大
き
さ
、
そ
の
断
固
た
る
決
意
が
し
だ
い
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
多
賀
城
は
、

こ
の
よ
う
な
未
曾
有
の
蝦
夷
の
大
反
乱
と
律
令
国
家
の
奥
羽
政
策
の
大
転
換
の
な
か

で
創
建
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お

わ
り
に

　
本
稿
で

は
、
養
老
四
年
に
起
こ
っ
た
蝦
夷
の
反
乱
の
直
後
に
多
賀
城
の
造
営
が
開

始

さ
れ
、
ま
た
陸
奥
按
察
使
管
内
の
調
庸
制
が
停
廃
さ
れ
る
と
い
う
近
年
の
研
究
成

果
を
受
け
て
、
養
老
四
年
の
陸
奥
の
蝦
夷
の
反
乱
が
、
実
は
空
前
の
規
模
の
も
の
で
、

そ
の
影
響
に
よ
っ
て
辺
郡
一
帯
の
支
配
体
制
が
大
き
く
動
揺
し
、
律
令
国
家
の
奥
羽

支
配
が
深
刻
な
危
機
に
瀕
し
た
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
打
開
す
る
た
め
、
律
令

国
家
は
そ
れ
ま
で
の
奥
羽
政
策
を
大
き
く
転
換
し
、
辺
郡
の
支
配
体
制
の
再
編
強
化

と
陸
奥
国
全
体
の
蝦
夷
支
配
の
後
方
基
地
化
と
を
基
軸
と
し
た
政
策
を
組
織
的
に
推

進

し
て
い
っ
た
こ
と
、
多
賀
城
の
造
営
も
そ
の
よ
う
な
乱
後
の
律
令
国
家
の
辺
境
政

策
の
一
環
に
他
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

　
文
献
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
調
庸
制
の
停
止
と
「
更
税
」
の
制
の
創
始
、
鎮
所
へ
の

運
穀

と
柵
戸
の
移
配
、
石
城
・
石
背
両
国
の
異
例
の
短
期
間
で
の
陸
奥
国
へ
の
再
併

合
な
ど
、
こ
の
時
期
に
矢
継
ぎ
ば
や
に
実
施
さ
れ
た
諸
施
策
は
、
す
べ
て
右
の
ご
と

き
目
的
を
に
な
っ
た
乱
後
の
律
令
国
家
の
政
策
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
こ
れ
に
対
応
す
る
考
古
学
的
事
実
が
、
多
賀
城
と
大
崎
・
牡
鹿
地
方
の
諸
城

柵
・
郡
家
の
造
営
が
一
体
の
も
の
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
、
し
か
も
そ
の
際
に
大
崎
地

方
を
中
心
に
し
て
造
営
体
制
が
組
織
さ
れ
、
多
賀
城
の
瓦
も
大
崎
地
方
の
瓦
窯
か
ら

供
給
さ
れ
た
、
と
い
う
多
賀
城
創
建
期
の
陸
奥
国
北
部
の
状
況
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
す
れ
ば
多
賀
城
の
造
営
は
、
玉
造
等
五
柵
な
ど
と
と
も
に
、
乱
後
の
辺
郡
の
動
揺

の

収
拾
と
、
支
配
体
制
の
強
化
と
い
う
同
じ
目
的
の
も
と
に
着
手
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
時
期
、
大
崎
地
方
の
郡
家
も
い
っ
せ
い
に
建
造
さ
れ
た
こ
と

が
考
古
学
的
に
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
文
献
に
み
え
る
黒
川
以
北
十
郡
が
多
賀
城

の
創
建
に
相
前
後
し
て
建
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
旧
稿
で
論

じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
多
賀
城
創
建
瓦
の
技
法
の
検
討
か
ら
、
多
賀
城
の

創
建
期
に
は
畿
内
の
最
新
の
技
術
が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
在
地
の
造
瓦
技
術
が

一
新
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
多
賀
城
と
大
崎
・
牡
鹿
地

方
の
諸
城
柵
・
郡
家
の
造
営
が
中
央
政
府
の
強
い
主
導
の
も
と
で
組
織
的
に
推
進
さ

れ
て

い

っ

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
時
期
、
律
令
国
家
の
奥
羽
政
策
が
大
き
く

転
換
し
、
や
は
り
中
央
主
導
の
も
と
、
新
し
い
政
策
が
矢
継
ぎ
ば
や
に
実
施
さ
れ
て

い
く
と
い
う
文
献
上
の
事
実
に
対
比
さ
れ
よ
う
。

　
本
稿
で
試
み

た
よ
う
に
、
多
賀
城
創
建
の
意
味
は
、
文
献
か
ら
知
ら
れ
る
養
老
四

年
の
蝦
夷
の
反
乱
後
の
諸
政
策
と
、
考
古
学
的
に
解
明
さ
れ
た
多
賀
城
創
建
期
の
知

見
の
双
方
を
対
比
・
総
合
す
る
こ
と
で
、
そ
の
全
体
像
を
し
だ
い
に
わ
れ
わ
れ
の
前

に
現
わ
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
拙
稿
「
九
世
紀
奥
郡
騒
乱
の
歴
史
的
意
義
」
（
虎
尾
俊
哉
編
『
律
令
国
家
の
地
方
支
配
』
吉

　
川
弘
文
館
　
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
2
）
　
『
続
日
本
紀
　
二
』
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
1
3
＞
（
岩
波
書
店
　
一
九
九
〇
年
）
八
九
頁
脚

　
注
一
二
参
照
。

（
3
）
多
賀
城
碑
に
「
此
城
神
亀
元
年
歳
次
甲
子
按
察
使
兼
鎮
守
将
軍
従
四
位
上
勲
四
等
大
野
朝
臣

　
東
人
之
所
レ
置
也
」
と
あ
る
。
多
賀
城
碑
は
明
治
以
降
偽
作
説
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
近
年
で

　
は
真
作
説
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
安
倍
辰
夫
・
平
川
南
編
『
多
賀
城
碑
ー
そ

　

の
謎
を
解
く
』
（
雄
山
閣
出
版
　
一
九
八
九
年
）
、
今
泉
隆
雄
「
多
賀
城
碑
は
真
物
か
偽
物
か
」

　
（
『
図
説
　
宮
城
県
の
歴
史
』
　
河
出
書
房
新
社
　
一
九
八
八
年
）
な
ど
参
照
。
筆
者
も
真
作
と

　
考
え
る
。

（
4
）
　
拙
稿
「
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
」
（
『
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
↓
　
一
九

　
八
九
年
）
、
以
下
「
旧
稿
」
と
呼
ぶ
。

（
5
）
　
平
川
南
「
多
賀
城
の
創
建
年
代
ー
木
簡
の
検
討
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

　
館
研
究
報
告
』
第
五
〇
集
　
故
土
田
直
鎮
館
長
献
呈
論
文
集
　
一
九
九
三
年
）
。

（
6
）
　
平
川
南
「
律
令
制
下
の
多
賀
城
」
（
宮
城
県
教
育
委
員
会
・
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

　
『
多
賀
城
跡
ー
政
庁
跡
　
本
文
編
－
』
　
一
九
八
二
年
）
。

（
7
）
　
鈴
木
拓
也
「
陸
奥
・
出
羽
の
調
庸
と
蝦
夷
の
饗
給
」
（
『
史
学
雑
誌
』
］
〇
五
ー
六
　
］
九
九

8
7
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六
年
）
。

（
8
）
　
代
替
の
「
税
」
の
意
、
税
目
と
し
て
は
該
史
料
に
「
某
税
者
、
毎
卒
一
人
、
輸
布
長
一
丈
三

　
　
尺
、
潤
一
尺
八
寸
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
単
に
「
税
」
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
　
こ
れ
以
前
の
陸
奥
国
に
関
わ
る
蝦
夷
の
反
乱
と
し
て
は
、
『
日
本
三
代
実
録
』
嘉
祥
三
年

　
　
（
八
五
〇
）
五
月
丙
申
（
1
9
日
）
条
に
、
「
以
二
武
蔵
国
奈
良
神
一
列
二
於
官
社
℃
先
・
是
、
彼
国

　

奏
請
、
検
’
古
記
↓
慶
雲
二
年
此
神
放
レ
光
如
二
火
熾
↓
然
其
後
、
陸
奥
夷
虜
反
乱
、
国
発
二
控

　
　
弦
↓
赴
コ
救
陸
奥
・
…
…
」
）
と
あ
っ
て
、
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
に
「
陸
奥
夷
虜
」
が
反
乱
を

　
　
起
こ
し
た
こ
と
を
伝
え
る
が
、
『
続
日
本
紀
』
に
は
関
係
記
事
が
な
く
、
実
体
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
ま
た
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
に
「
陸
奥
・
越
後
二
国
蝦
夷
、
野
心
難
レ
馴
、
屡
害
二
良
民
一
」
た

　
　
め
に
、
陸
奥
鎮
東
将
軍
と
征
越
後
蝦
夷
将
軍
を
任
命
し
て
「
出
レ
自
二
両
道
一
征
伐
」
さ
せ
て
い

　
　
る
が
（
同
年
三
月
壬
戌
〈
5
日
〉
条
）
、
こ
の
と
き
は
前
年
に
出
羽
郡
を
建
郡
し
た
越
後
側
の
蝦

　
　
夷
の
征
討
が
主
眼
で
あ
っ
た
（
平
川
南
「
古
代
東
北
城
柵
の
特
質
に
つ
い
て
ー
建
郡
と
の
関
連

　
　
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
東
北
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要
』
四
　
一
九
七
八
年
）
。

（
1
0
）
　
土
田
直
鎮
「
石
城
石
背
両
国
建
置
沿
革
余
考
」
（
『
奈
良
平
安
時
代
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館

　
　
一
九
九
二
年
初
出
は
一
九
五
二
年
）
。
た
だ
し
、
両
国
の
陸
奥
国
へ
の
再
併
合
の
時
期
に
つ

　
　
い
て
は
、
後
文
で
検
討
す
る
。

（
1
1
）
　
平
川
氏
、
前
掲
註
（
9
）
論
文
。

（
1
2
）
　
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
　
一
九
八
三
　
多
賀

　
　
城
跡
』
　
一
九
八
四
年
）

（
1
3
）
　
木
簡
の
釈
文
と
釈
文
に
関
す
る
平
川
氏
の
見
解
は
、
平
川
氏
註
（
5
）
論
文
に
拠
る
。

（
1
4
）
　
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
で
は
こ
の
文
字
を
「
浸
」
に
作
る
が
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に

　
　
し
た
が
っ
た
。

（
1
5
）
　
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
が
「
鎮
所
」
と
し
て
い
る
部
分
が
、
蓬
左
文
庫
本
な
ど
の
諸
本
で
は

　
　
一
致
し
て
「
鎮
可
」
と
な
っ
て
い
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
は
そ
れ
を
採
っ
て
、
「
募
レ

　
　
民
出
レ
穀
、
運
コ
輸
鎮
↓
可
下
程
二
道
遠
近
一
為
ε
差
」
と
訓
ん
で
い
る
が
、
同
書
の
「
可
」
の
校

　
　
補
で

は
「
『
可
』
は
『
所
』
と
字
体
が
近
似
す
る
の
で
、
誤
写
の
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
て
い

　
　
る
。
こ
こ
で
は
、
一
応
、
「
可
」
は
「
所
」
の
誤
写
と
み
て
、
「
鎮
所
」
と
読
ん
だ
。
新
日
本
古

　
　
典
文
学
大
系
本
の
よ
う
に
訓
ん
で
も
、
前
後
の
文
意
は
変
わ
ら
な
い
し
、
「
鎮
所
」
と
「
鎮
」

　
　
を
通
用
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
点
も
同
じ
な
の
で
、
以
下
の
論
旨
は
い
ず
れ
に
し
て
も
変
わ

　
　
ら
な
い
。

（
1
6
）
　
鈴
木
氏
、
註
（
7
）
論
文
。

（
1
7
）
　
北
啓
太
「
征
夷
軍
編
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
三
九
　
一
九
八
八
年
）
。

（
1
8
）
　
佐
々
木
茂
槙
「
多
賀
城
と
玉
造
等
諸
柵
」
（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
豊
田
・
石
井
両
先
生
退
官

　
　
記
念
号
　
一
九
七
三
年
）
。

（
1
9
）
　
平
川
南
「
鎮
守
府
論
1
ー
陸
奥
鎮
所
に
つ
い
て
ー
」
（
『
東
北
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要
』
六

　
　
一
九
八
〇
年
∀
。
同
氏
、
前
掲
註
（
5
）
論
文
で
も
同
様
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
2
0
）
　
早
川
庄
八
「
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
の
研
究
」
（
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
日
本

　

古
代
史
論
集
』
下
巻
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
六
二
年
）
。

（
2
1
）
　
前
掲
註
（
2
）
『
続
日
本
紀
　
二
』
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉
三
七
四
頁
脚
注
五
。

（
2
2
）
　
佐
々
木
氏
、
前
掲
註
（
1
8
）
論
文
。

（
2
3
）
　
今
泉
隆
雄
「
古
代
東
北
城
柵
の
城
司
制
」
（
羽
下
徳
彦
編
『
北
日
本
中
世
史
の
研
究
』
吉
川

　
　
弘
文
館
　
一
九
九
〇
年
）
参
照
。
八
世
紀
代
に
は
そ
の
多
く
は
鎮
官
を
兼
務
し
て
い
た
の
で

　
　
（
鈴
木
拓
也
「
古
代
陸
奥
国
の
官
制
」
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
別
巻
』
三
一
　
］
九
九
四

　
　
年
）
、
「
将
吏
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
4
）
　
板
橋
源
「
陸
奥
出
羽
鎮
兵
考
」
（
『
岩
手
史
学
研
究
』
八
　
］
九
五
一
年
）
、
北
氏
、
前
掲
註

　
　
（
1
7
）
論
文
な
ど
参
照
。

（
2
5
）
板
橋
氏
、
前
掲
註
（
2
4
）
論
文
。
佐
々
木
常
人
「
鎮
兵
小
考
」
（
『
東
北
歴
史
資
料
館
研
究
紀

　
　
要
』
＝
　
　
一
九
八
五
年
）

（
2
6
）
　
平
川
氏
、
前
掲
註
（
1
9
）
論
文
。

（
2
7
）
　
『
日
本
書
紀
』
大
化
三
年
（
六
四
七
）
是
歳
条
に
「
造
二
淳
足
柵
’
置
二
柵
戸
’
」
と
あ
り
、
翌

　
　
大
化
四
年
是
歳
条
に
は
「
治
二
磐
舟
柵
一
以
備
二
蝦
夷
↓
遂
選
三
越
与
二
信
濃
之
民
、
始
置
一
柵

　
　
戸
こ
と
み
え
て
い
る
。

（
2
8
）
　
拙
稿
「
平
安
初
期
に
お
け
る
征
夷
の
終
焉
と
蝦
夷
支
配
の
変
質
」
（
『
東
北
学
院
大
学
東
北
文

　
　
化
研
究
所
紀
要
』
二
四
　
一
九
九
二
年
）
。

（
2
9
）
　
拙
稿
、
「
近
夷
郡
と
城
柵
支
配
」
（
『
東
北
学
院
大
学
論
集
　
歴
史
学
・
地
理
学
』
一
＝
　
　
一

　
　
九
九
〇
年
）
。

（
3
0
）
　
笹
山
晴
生
「
「
東
人
」
と
東
国
経
営
」
『
新
版
古
代
の
日
本
』
八
　
関
東
　
角
川
書
店
　
一
九

　
　
九
二
年
。

（
3
1
）
　
北
氏
、
前
掲
註
（
1
7
）
論
文
。

（
3
2
）
　
今
泉
隆
雄
「
名
生
館
遺
跡
と
県
北
の
支
配
」
（
前
掲
註
（
3
）
『
図
説
　
宮
城
県
の
歴
史
』
）

（
3
3
）
　
前
掲
、
註
（
6
）
『
多
賀
城
跡
ー
政
庁
跡
　
本
文
編
ー
』
三
七
一
頁
、
宮
城
県
多
賀
城
跡
調

　
　
査
研
究
所
『
多
賀
城
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
1
7
冊
　
東
山
遺
跡
W
』
（
一
九
九
二
年
）
な

　
　
ど
。

（
3
4
）
　
前
掲
、
註
（
6
）
『
多
賀
城
跡
ー
政
庁
跡
　
本
文
編
1
』
三
六
九
頁
、
宮
城
県
多
賀
城
跡
調

　
　
査
研
究
所
『
下
伊
場
野
窯
跡
群
』
〈
多
賀
城
跡
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
第
一
九
冊
〉
（
一
九

　
　
九

四
年
∀
。

（
3
5
）
　
矢
本
町
教
育
委
員
会
『
赤
井
遺
跡
ー
第
一
次
発
掘
調
査
報
告
ー
』
〈
矢
本
町
文
化
財
調
査
報

　
　
告
書
第
1
集
v
二
九
八
七
年
）
、
同
『
小
松
遺
跡
・
赤
井
遺
跡
』
〈
矢
本
町
文
化
財
調
査
報
告

　
　
書
第
2
集
〉
（
一
九
九
一
年
）
、
同
『
赤
井
遺
跡
ー
牡
鹿
柵
・
郡
衙
擬
定
地
ー
』
〈
矢
本
町
文
化

　
　
財
調
査
報
告
書
第
3
集
〉
（
一
九
九
五
年
∀
。
な
お
佐
藤
俊
幸
氏
の
教
示
を
得
た
。

（
3
6
）
　
矢
本
町
教
育
委
員
会
、
註
（
3
5
）
報
告
書
第
1
～
3
集
。
ま
た
進
藤
秋
輝
「
海
道
と
牡
鹿

　
　
柵
」
（
『
石
巻
の
歴
史
　
第
一
巻
』
（
石
巻
市
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。
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（
3
7
）
　
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
、
前
掲
註
（
3
4
）
『
下
伊
場
野
窯
跡
群
』
。

（
3
8
）
　
進
藤
秋
輝
「
多
賀
城
創
建
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
高
橋
富
雄
編
『
東
北
古
代
史
の
研
究
』

　
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
六
年
）
。

（
3
9
）
　
進
藤
氏
、
前
掲
註
（
3
8
）
論
文
。

（
4
0
）
　
前
掲
、
註
（
6
）
『
多
賀
城
跡
ー
政
庁
跡
　
本
文
編
ー
』
三
七
一
～
三
七
三
頁
。

（
4
1
）
　
木
村
浩
二
氏
の
教
示
に
よ
る
。

（
4
2
）
　
今
泉
隆
雄
氏
は
「
多
賀
城
の
地
は
、
仙
台
平
野
の
東
北
隅
に
当
た
り
、
南
に
律
令
制
支
配
の

　
　
確
立
し
た
仙
台
平
野
が
広
が
り
、
北
に
は
松
島
丘
陵
を
へ
だ
て
て
黒
川
以
北
一
〇
郡
が
連
な
り
、

　
　
同
地
域
へ
の
後
援
の
根
拠
地
と
し
て
最
適
な
位
置
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
同
氏
「
多
賀
城
の

　
　
時

代
」
　
前
掲
註
（
3
）
『
図
説
　
宮
城
県
の
歴
史
』
）
。
重
貨
で
あ
る
瓦
な
ど
の
物
資
の
多
賀

　
　
城
へ
の
輸
送
に
は
、
主
に
鳴
瀬
川
・
江
合
川
な
ど
の
水
運
を
使
用
し
、
さ
ら
に
河
口
か
ら
塩
釜

　
　
ま
で
も
舟
運
が
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
佐
藤
宗
諄
「
城
柵
の
彼
方
ー
古
代
東
北
史

　
　
像
の
地
平
ー
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二
八
〇
　
一
九
八
五
年
）
が
、
大
崎
平
野
の
諸
遺
跡
と
多
賀

　
　
城
間
の
交
通
に
水
運
を
重
視
し
て
い
る
の
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
し
、
氏
が
こ
の
こ
と

　
　
に
関
連
し
て
「
こ
の
地
域
は
領
域
的
支
配
の
困
難
な
地
形
で
あ
っ
た
」
と
す
る
点
に
は
し
た
が

　
　
い
が
た
い
。
大
崎
地
方
が
、
七
世
紀
末
に
は
律
令
国
家
の
支
配
領
域
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ

　
　
と
は
、
第
0
節
で
も
ふ
れ
る
よ
う
に
、
種
々
の
点
か
ら
み
て
疑
い
得
な
い
。

（
4
3
）
　
進
藤
秋
輝
『
多
賀
城
と
遠
朝
廷
」
（
『
都
城
に
お
け
る
行
政
機
構
の
成
立
と
展
開
』
〈
古
代
都

　
　
城
制
研
究
集
会
第
二
回
報
告
集
〉
　
一
九
九
七
年
）
。

（
4
4
）
　
拙
稿
「
古
代
城
柵
の
基
本
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
関
晃
先
生
・
石
井

　
　
孝
先
生
追
悼
号
　
一
九
九
七
年
）
。

（
4
5
）
　
進
藤
氏
、
前
掲
註
（
3
8
）
論
文
。

（
4
6
）
　
佐
々
木
氏
、
前
掲
註
（
1
8
）
論
文
。

（
4
7
）
　
土
田
氏
、
前
掲
註
（
1
0
）
論
文
。

（
4
8
）
　
平
川
氏
、
前
掲
註
（
5
∀
論
文
。

（
4
9
）
板
橋
氏
、
前
掲
註
（
2
4
）
論
文
。
佐
々
木
氏
、
前
掲
註
（
2
5
）
論
文
。

（
5
0
）
　
北
氏
、
前
掲
註
（
1
7
）
論
文
、
笹
山
氏
、
前
掲
註
（
3
0
）
論
文
。
た
だ
し
、
常
置
と
い
っ
て

　
　
も
、
鈴
木
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
奥
羽
の
支
配
が
安
定
し
た
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）

　
　
か
ら
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
ま
で
の
間
は
鎮
兵
が
廃
止
さ
れ
る
な
ど
、
天
平
宝
字
以
前
は
、

　
　
臨
時
的
性
格
が
強
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
鎮
守
府
が
や
は
り
臨
時
の
官
司
と
い
う

　
　
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
（
鈴
木
拓
也
「
古
代
陸
奥
国
の
軍
制
」
『
歴
史
』

　
　
七
七
　
一
九
九
一
年
、
同
氏
、
前
掲
註
（
2
3
）
論
文
参
照
）
。
な
お
鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
天
平

　
　
十
八
年
ご
ろ
に
「
更
税
」
の
制
が
廃
止
さ
れ
て
調
庸
制
が
復
活
す
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
お
り

　
　
（
前
掲
註
（
7
）
論
文
）
、
こ
の
時
期
に
、
奥
羽
両
国
を
一
般
令
制
国
な
み
に
扱
お
う
と
す
る
政

　

策
に
い
っ
た
ん
戻
る
と
み
ら
れ
る
。

（
5
1
）
　
鈴
木
氏
、
前
掲
註
（
2
3
）
論
文
。

（
5
2
）
　
工
藤
雅
樹
「
石
城
、
石
背
両
国
の
分
置
と
広
域
陸
奥
国
の
成
立
」
（
関
晃
先
生
古
稀
記
念
会

　
　
編
『
律
令
国
家
の
構
造
』
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
九
年
）
。

（
5
3
）
　
按
察
使
に
よ
る
広
域
統
括
体
制
で
は
、
軍
団
兵
士
が
隣
国
の
守
備
に
は
つ
け
な
い
な
ど
、
大

　
　
き
な
限
界
が
あ
っ
た
。

（
5
4
）
　
平
川
氏
、
前
掲
註
（
5
）
論
文
。

（
5
5
）
　
土
田
氏
、
前
掲
註
（
1
0
）
論
文
。

（
5
6
）
　
拙
稿
、
前
掲
註
（
2
9
）
論
文
。

（
5
7
）
　
今
泉
隆
雄
「
八
世
紀
前
半
以
前
の
陸
奥
国
と
坂
東
」
（
『
地
方
史
研
究
』
三
九
ー
五
　
一
九
八

　
　
九
年
）
。

（
5
8
）
　
進
藤
氏
、
前
掲
註
（
3
8
）
論
文
、
拙
稿
、
前
掲
註
（
4
）
論
文
。

（
5
9
）
　
吉
田
孝
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
序
・
珊
章
（
岩
波
書
店
　
一
九
八
三
年
）
。

（
6
0
）
　
鈴
木
拓
也
「
古
代
出
羽
国
の
軍
制
」
（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
三
三
　
一
九
九
二
年
）
。

（
6
1
）
　
板
橋
源
「
古
代
陸
奥
軍
団
考
」
（
『
軍
事
史
学
』
五
　
一
九
六
六
年
）
、
鈴
木
氏
、
前
掲
註

　
　
（
5
0
）
論
文
。

（
6
2
）
　
板
橋
氏
、
前
掲
註
（
6
1
）
論
文
、
鈴
木
氏
、
前
掲
註
（
6
0
）
論
文
。

〔付
記
〕

　
一
九
九
七
年
八
月
に
投
稿
し
て
以
来
、
す
で
に
二
年
以
上
が
経
過
し
、
修
正
す
べ
き
点
も
生
じ
て

い

る
が
、
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
す
る
。
な
お
、
鈴
木
拓
也
氏
の
諸
論
考
は
、
『
古
代
東
北
の
支
配

構
造
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
（
一
九
九
九

年
十
二
月
、
初
校
に
際
し
て
）

（東
北
学
院
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
特
定
研
究
協
力
者
）

（
一
九

九
九
年
七
月
六
日
　
審
査
終
了
受
理
）
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On　the　Emishi　Riot　in　720　and　the　Foundation　of　Taga　For†

KuMAGAI　Kimio

Amonument　at　the　Taga　fbrt　shows　that　the　Taga　fbrt　was　fbunded　in　724．　Recent　archaeo－

logical　researches　enable　to　identify　the　producdon　site　of　the　rooftiles　used　for　its　construction

and　further　reseal　that　the　Taga　fort　and　other　five　fortified　government　of丘ces　in　the　area

were　constructed　at　the　same　time．　Based　on　the　wooden　tablets　excavated　at　the　Taga　fort，

HIRAKAWA　proposes　that　the　fort　construction　began　soon　after　the　720’s　emishi　riot　and　was

completed　in　724．

　　　The　720’s　emishi　riot　might　have　been　the　cause　for　the　Taga　fort　foundation．　Although

脇oゐ〃－M乃o㎎imentions　on　this　riot　only　shortly，　a　close　reading　of　other　documents　suggests

that　this　riot　happened　in　a　unprecedeted　scale　and　had　a　prof皿nd　impact　on　local　societies　in

the　Mutsu　area．　In　attempting　to　suppress　the　riot，　the　government　ceased　taxation，　stationed　a

provisional　military，　and　annexed　Iwaki　and　Iwashiro　provinces　into　the　Mutsu．　In　addition，　the

government　established　new　counties　and　sent　immigrants　in　the　area　under　the　influence　of

emishi　riot．　It　was　also　this　time　when　the　government　started　to　build　five　fortified　of丘ces　in

this　area．

　　　These　movements　suggest　that　the　existing　anti－emishi　policies　collapsed　by　the　riot　and　that

the　central　government　attempted　to　fortify　the　frontiers　against　the　further　influence　of　emishi．

The　Taga　fort　represented　the　control　center　of　the　frontiers　with　its　administrative　and　mili－

tary　functions．

go


