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近
夷
郡
と
城
棚
支
配

は
じ
め
に

律
令
国
家
の
蝦
夷
政
策
は

、
蝦
夷
を
強
攻
策

（征
討

）
や
懐
柔
策

（一饗
給

）
に
よ
っ

て
支
配
下
に
お
く
こ
と
を
目
的
と
し
、
最
終
的

に
は
彼
ら
を
編
戸
の
民
と
し
て
調
腐
を
徴
収
す
る
と
い
う

、
律
令
的
な
支
配
体
制
を
樹
立
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

一
1
）

ら
れ
る

。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば

、
平
川
南
氏
が

「城
制
か
ら
郡
制
へ
」
と
い
う
形
で
定
式
化
し
た
ょ
う
に

、
城
棚
支
配
は
そ
の
地
域
に

律
令
的
な
支
配
体
制
を
実
現
す
る
ま
で
の
過
渡
的
な
支
配
形
態
と
い
う
側
面
を
確
か
に

も
っ
て
い
た

。
ま
た
蝦
夷
と
境
を
接
す
る
地
域

で
は

、
建
郡
後
も
城
棚
が
存
続
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が

、
そ
れ
ら
の
城
棚
は
通
常
周
辺
の
複
数
の
郡
を
統
轄
す
る
役
割
を
は
た
し
て

お
り

、
そ
の
意
味
で
城
細
が

「準
国
府
的
性
格

」
を
有
す
る

「広
域
行
政
府

」
と
も
呼
び
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
平
川
氏
の
指
摘

の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

今
泉
隆
雄
氏
は

、
城
細
と
は

、
法
的
に
は
国
司
が
常
駐
し
て

、
職
員
令
大
国
条
の
陸
奥
・
出
羽
・
越
後
の
国
守
の
職
掌
と
し
て
掲
げ

ら
れ
て
い
る

「郷e一
給

（撫
慰
）、
征
討

、
斥
候

」の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
施
設

、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘

一2
）

し
て
い
る

。
す
な
わ
ち
城
柵
は

、
ま
さ
に
律
令
国
家
の
蝦
夷
支
配
を
遂
行
す
る
主
体
で
あ
っ
て

、
ょ
り
遠
方
の
未
服
の
蝦
夷
を
服
属
さ

せ
て
律
令
国
家
の
支
配
領
域
を
拡
大
す
る
と
い
う
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る

。
本
稿
で
は

、
城
棚
を
蝦
夷
支
配
の
拠
点
と
と
ら

え

、
城
柵
と
そ
の
管
轄
下
の
郡
の
関
係
を

、
か
か
る
蝦
夷
支
配
と
の
関
連
を
基
軸
に
す
え
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い

。

さ
て
城
細
を
拠
点
と
し
て
蝦
夷
支
配
を
遂
行
す
る
に
は

、
兵
力

、
あ
る
い
は
城
柵
の
造
営
や
修
理
の
労
働
力
と
し
て

、
ま
た
軍
根
や

蝦
夷
の
禄
物
と
し
て

、
膨
大
な
人
的
・
物
的
資
源
を
必
要
と
し
た

。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と

、
城
棚
の
設
置
さ
れ
た
地
域
の
郡

（=
「近



夷
郡

」）
は

、
城
棚
を
拠
点
と
し
た
蝦
夷
支
配
と
不
可
分
に
結
び
っ
い
て
い
た
は
ず
で

、
そ
の
遂
行
に

必
要
な
人
的
・
物
的
資
源
の
供
給

基
盤
を
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。

陸
奥
・
出
羽
両
国
の
諸
郡
は

、（l
）一般
の
令
制
郡

、（2
）蝦夷
と
境
を
接
す
る
地
域
に

置
か
れ
た
近
夷
郡
、（3
）服属
し
た
蝦
夷
集
団

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
蝦
夷
郡
の
三
つ
の
類
型
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る

。
こ
の
う
ち（2
）の「近
夷
郡

」と
い
う
語
は

、

『
三
代
格
』

弘
仁
五
年
三
月
二
十
九
日
官
符
所
引
の
天
平
七

（七
三
五
）
年
五
月
二
十
一
日
格
に

「陸
奥
之
近
夷
郡

」と
見
え
る

。
な
ぉ

同
格
に
も
と
づ
く
と
思
わ
れ
る

『
延
喜
式
』

（式
部
上
）
の
規
定
で
は

「陸
奥
縁
辺
郡

」と
さ
れ
て
い
る

。
ほ
か
に

『
三
代
格
』

大
同
五

（八
一
〇
）
年
二
月
二
十
三
日
官
符
に
は

「黒
川
以
北
之
奥
郡

」
と
あ
り
、
「奥
郡

」
も

「近
夷
郡

」
と
同
様
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

（
3
）

こ
と
が
知
ら
れ
る

。
近
夷
郡
の
重
要
な
特
徴
と
し
て
は

、
城
柵
の
設
置
さ
れ
て
い
る
地
域
に

建
置
さ
れ
て
城
細
と
併
存
し
、
そ
の
住
民

は
移
民
系
を
主
体
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が

、
ほ
か
に
蝦
夷
系
の
住
民
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ょ
う

。
陸

l

4
，一

奥
国
で
は
神
亀
元
年
ご
ろ
い
っ
せ
い
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
黒
川
以
北
十
郡
が
近
夷
郡
の
典
型
で
あ
ろ
う
が

、
そ
の
後
に
成
立
す

る
桃
生
・
栗
原
・
胆
沢
な
ど
の
諸
郡
も

、
当
然

、
こ
の
類
型
に
含
ま
れ
る

。
ま
た
出
羽
国
で
は

、
雄
勝
城
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
考
え

一
5
）

ら
れ
る
雄
勝
・
平
鹿
・
山
本
の
山
北
三
郡
が

、
や
は
り
近
夷
郡
の
範
略
に
は
い
る
と
思
わ
れ
る

。

）

し
し

り

一

と
ひ

う

（3
の

「蝦
夷
郡

」
は

『
書
紀
』

斉
明
紀
五

（六
五
九
）
年
三
月
条
の
阿
倍
臣

（比
羅
夫

）
が
肉
入
籠
に

至
つ

た
と
き
に

、
問
菟
の
蝦

し

り

ぺ

し

夷
二
人
が
後
方
羊
蹄
を
政
所
と
す
べ
き
こ
と
を
進
言
し
た
と
い
う
記
事
の
分
注
に

「政
所

、
蓋
蝦
夷
郡
乎

」
と
み
え
て
い
る

。
こ
の
分

注
は

『
書
紀
』

の
編
者
の
施
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が

、
と
す
れ
ば
こ
の

「蝦
夷
郡

」
と
い
う
語
は

、
少
な
く
と
も

『
書
紀
』

の
編

:

築
さ

れ
た
八
世
紀
前
半
に

、蝦
夷
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
あ
る
種
の
郡
を
さ
し
て
現
実
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い

。
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概
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三
八

天
平
八

（七
三
六

）年
度
の
薩
摩
国
正
税
帳
に
は

「隼
人
一
十

一
郡

」と
い
う
呼
称
が
見
え
て
お
り

（『
大
日
本
古
文
書
』
二
巻
一
二
頁
）、

隼
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
郡
を

「隼
人
郡

」と
い
っ
た
の
に
対
し
て

、
蝦
夷
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
郡
を
、
当
時

、
「蝦
夷
郡

」と
呼

一一
ら

し

ぺ

ぅ

そ

-

な

ん
だ
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は

、（a
）『続
紀
』

霊
亀
元

（七
一
五

）
年
十
月
丁
丑
条
で
陸
奥
の
蝦
夷
第
三
等
邑
良
志
別
君
字
蘇
弥
奈
ら

こ

ま

〇

る

が
香
河
村
に

、蝦
夷
須
賀
君
古
麻
比
留
ら
が

:

開
村
に
郡
家
を
建
て
た
い
と
請
い

、い
ず
れ
も
建
郡
が
許
さ
れ
た
例
や

、（b
）同書
天
平
二

（七
三
〇
）年
正
月
辛
亥
条
で
田
夷
村
の
蝦
夷
た
ち
の
願
い
出
に
よ
り

、
同
地
に
郡
家
を
建
て
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
例
な
ど
を
さ
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
『
書
紀
』
の
分
注
が

、
蝦
夷
が
そ
の
設
置
を
進
言
し
た
後
方
羊
蹄
の

「政
所

」
と
い
う
施
設
を
さ
し
て

「蓋
蝦
夷
郡
乎

」と

注
解
し
て
い
る
の
と

、
『
続
紀
』

の
建
郡
記
事
が
い
ず
れ
も
蝦
夷
の
申
請
に
も
と
づ
い
て

、
「郡
家

」
を
建
て
る
こ
と
を
主
内
容
と
し
て

い
る
こ
と
も

、
両
者
符
合
す
る

。
要
す
る
に

「蝦
夷
郡

」
と
は

、
服
属
し
た
蝦
夷
か
ら
の
申
請
に
も
と
づ
い
て

、
蝦
夷
の
希
望
す
る
場

所
に
郡
家
を
設
置
し
、
申
請
者
た
る
蝦
夷
の
族
長
を
そ
の
ま
ま
郡
司
に
任
命
し
て

、
律
令
国
家
と
一
定
の
政
治
的
な
関
係
を
取
り
結
ぶ

（
6
）

こ
と
を
原
則
と
し
た
も
の
で

、
蝦
夷
の
集
団
と
し
て
の
ま
と
ま
り
は
破
壊
さ
れ
ず
に
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る

。
こ
の
蝦
夷
郡
に
っ
い

て
は
別
の
機
会
に
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
が

、（b
）が通
説
の
ご
と
く
遠
田
郡
の
建
郡
記
事
で
あ
る
と
す
れ
ば

、
こ
の
場
合
の
よ

う
に

、
律
令
国
家
の
領
域
に
隣
接
し
た
地
域
に
設
定
さ
れ
る
場
合
と

、（a
）の事
例
の
よ
う
に

、
領
域
外
の
未
服
の
蝦
夷
の
居
住
地
の
な

（
7
）

か
に
孤
立
し
た
形
で
設
定
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。．

以
上
の
ご
と
く

、
近
夷
郡
は
辺
境
の
郡
の
ひ
と
っ
の
類
型
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
が

、
注
意
さ
れ
る
の
は
近
夷
郡
の
設
置
さ
れ
た
地

域
が

、
蝦
夷
と
境
を
接
し
て
い
る
と
い
う
特
殊
事
情
か
ら
在
地
の
状
況
が
き
ゎ
め
て
不
安
定
で

、
蝦
夷
と
の
対
立
が
っ
よ
ま
る
と
住
民

の
多
く
が
逃
亡
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る

。
そ
の
う
え
こ
の
地
域
に
は
移
民
系
と
蝦
夷
系
の
住
民



が
混
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら

、
そ
の
点
で
も
通
常
の
令
制
郡
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た

。
近
夷
郡
は

、
こ
の
よ
う
な
特
殊
．

な
状

況
、
住
民
構
成
の
も
と
で

、
城
細
に
よ
る
蝦
夷
支
配
の
基
盤
と
な
る
人
的
・
物
的
資
源
の
確
保
を
ぉ
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る

。
近
夷
郡
と
し
て
の
黒
川
以
北
十
郡
が
徴
小
な
郡
の
集
合
体
と
し
て
存
在
し
た
理
由
も
、
こ
の
よ
う
な
点
を
ふ
ま
え
な
が
ら

明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う

。

本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
間
題
関
心
か
ら

、
ま
ず
城
柵
が
当
初
よ
り
一一
買
し
て

、
一
定
数
の
住
民
を
付
属
し
た

、
蝦
夷
支
配
を
あ
る

程
度
自
律
的
に
お
こ
な
い
う
る
組
織
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
論
じ
、
っ
ぎ
に
近
夷
郡
を
、
そ
の
よ
う
な
城
樹
を
拠
点
と
す
る
蝦
夷
支

配
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
と
ら
え

、
そ
の
内
部
構
造
や
城
棚
支
配
と
の
関
連
を
具
体
的
に

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い

。

注
（1
）
平
川
南

「古
代
に
お
け
る
束
北
の
城
概
に
っ
い
て

」
（「日
本
史
研
究

」
二
三
六

一
九
八

一一
）。

（2
）
今
泉
隆
難

「城
;llf
の
官
制
に
っ
い
て

」
（科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書

『
北
日
本
中
世
史
の
総
含
的
研
究

」
一
九
八
八

）。

（3
）
ほ
か
に

「奥
郡

」
と
い
う
語
は

、
「続
紀

」
宝
亀
七
年
十
二
月
丁
酉
条
・
延
暦
元
年
五
月
甲
午
条

、
「後
紀

」
大
同
三
年
十
二
月
甲
子
条
な
ど
に
も
見
え

る

。

（4
）
黒
川
以
北
十
郡
が

、
東
国
へ
の
依
存
を
最
小
限
に

し
て
可
能
な
か
ぎ
り
陸
奥
一
国
で
蝦
夷
支
配
を
遂
行
し
て
い
こ
う
と
す
る

「神
亀
元
年

」体
制
創
設

の

一
環
と
し
て

、
錢
守
府
=
鎮
兵
制
度
の
創
設

、
:il-
団
制
の
強
化
や
多
賀
城
・
玉
造
等
五
概
の
建
置
な
ど
と
一
連
の
政
策
に
よ
っ
て
、
神
亀
元
（七
二
四

）

年
ご
ろ
に
い
っ
せ
い
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は

、
拙
稿

「黑
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

一

九
八
九
）
で
述
べ
た

。

（5
）

「三
代
実
録
」
元
慶
四

（八
八
〇
）
年
二
月
二
十
五
日
己
酉
条
に

「先
レ

是
出
羽
国
言

、
管
諸
郡
中
山
北

、
雄
勝
・
平
鹿
・
山
本
三
郡

、
遠
去
二

国
府
一
、

近
接
一一賊
地
一
。
管
時
叛
夷
之
極

、
与
レ

民
雜
居

、
動
乗
一一
間
隙
一
、
成
一一
腹
心
病
一-
-
」
と
あ
る

。

近
夷
郡
と
城
概
支
配
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（6
）
そ
れ
が
通
常
、
貢
納
制
的
な
支
配
=
隷
属
関
係
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は

、
拙
稿

「阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
基
礎
的
考
察

」
（高
橋
富
雄
編

「東
北
古
代
史
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館

一
九
八
六

）
で
述
べ
た

。
た
だ
し（b
）のよ
う
な
事
例
に
っ
い
て
は
別
に

考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う

。

（7
）
村
尾
次
郎
氏
が

「夷
部

」と
名
づ
け
-l-

も
の
も
同
様
の
も
の
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
が
〔

「奥
羽
の
動
乱
と
俘
軍

」
（「律
令
財
政
史
の
研
究

」增
訂
版

吉

川
弘
文
館

一
九
六
四

）〕
、
「夷
郡

」と
い
う
言
葉
は
当
時
の
文
献
に
は
見
え
な
い
の
で

、
こ
こ
で
は
と
ら
な
い

。
ま
た

「権
郡

」を
辺
境
の
郡
の

一
類

型
と
し
て
あ
げ
る
説
も
あ
る
〔

服
部
昌
之

「東
北
地
方
に
お
け
る
郡
の
成
立
」
（「史
林
」
四
六
l
二

一
九
六
三

、
の
ち
に
補
訂
し
て

「律
令
国
家
の
歴

史
地
理
学
的
研
究
」
〈

大
明
堂

一
九
八
三
〉

に
所
収

）〕
。
こ
の

「権
郡

」と
い
う
の
は

、
「続
紀

」
延
暦
四

（七
八
五

）
年
四
月
辛
未
条
に

「名
取
以
南

一
十
四
郡

、
僻
在
一一
山
海
一
、
去
レ

塞
懸
違
。
属
・有
一一
徴
発
一
、
不
レ

会
一一
機
急
一
。
由
レ

是

-
権
置
一一
多
賀
・
階
上
二
郡
一
、
募
=;
集
百
姓
一
、
足
一一
人
兵
於
国
府
一
、
設
一一

防
禦
於
東
西
一
。
誠
是
備
一一預
不
虞
一
、
推
一一鋒
万
里
一
者
也
。
但
以
、
徒
有
一
開
設
之
名
一
、
未
レ

任
一一
統
領
之
人
一
。
百
姓
顧
望
、
無
レ

所
レ

係
レ

心
。
望
請
、
建

為
一
真
郡
一
、
備
一T置
官
員
一
」と
あ
る
記
事
か
ら
案
出
さ
れ
た
語
の
よ
う
で
あ
る
が

、
こ
の
記
事
内
容
か
ら
す
る
と

「権
に
多
賀
・
階
上
二
郡
を
置
く

」と

は

、
後
文
に

「徒
に
開
設
の
名
あ
り
て
、
未
だ
統
領
の
人
を
任
ぜ
ず

」、
あ
る
い
は

「建
て
て
真
郡
と
な
し

、
官
員
を
備
へ
置
か
ん

」と
あ
る
よ
う
に

、
郡

が
設
置
さ
れ
た
の
に
そ
の
官
員

（=
統
領
の
人

）が
任
命
さ
れ
て
い
な
い

、
と
い
う
変
則
的
な
状
態
を
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て

、
制
度
的
な
存
在
と
は
考

え
ら
れ
ず

、
し
た
が
っ
て
辺
境
の
郡
の
ひ
と
っ
の
類
型
と
は
み
な
し
が
た
い

。
む
し
ろ
、
こ
こ
に
見
え
る
多
賀
・
階
上
の
二
郡
は

、
城
册
の
設
置
地
域
に

移
民
を
主
体
と
し
て
建
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
「近
夷
郡

」
の

一
例
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う

。

一
律
令
官
人
の
城
柵
観

本
節
で
は
城
概
支
配
の
実
態
を
具
体
的
に
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て

、
ま
ず
最
初
に
蝦
夷
支
配
を
遂
行
す
る
立
場
に

あ
っ
た
律
令
国

家
の
官
人
貴
族
層
が
城
柵
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
か

、
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
て
み
た
い

。

天
平
九

（七
三
七
）
年
に
陸
奥
按
察
使
大
野
東
人
ら
は

、
多
賀
城
か
ら
出
羽
概
へ
の
直
路
を
開
通
さ
せ
よ
う
と
し
て

、
出
羽
国
司
田

辺
難
波

（難
破

）ら
と
協
同
作
戦
を
と
り

、
大
規
模
な
軍
事
行
動
を
実
施
す
る
が

、
そ
の
と
き
の
東
人
と
難
波
の
や
り
と
り
の
な
か
に

、



ひ

ら

u
こ

当
時
の
律
令
官
人
の
城
棚
観
が
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
て
興
味
深
い

。
そ
れ
は
遠
征
軍
が
賊
地
比
羅
保
許
山
ま
で
行
つ

た
と
き
の
こ
と

で

、
雄
勝
村
の
俘
長
ら
三
人
が
官
軍
の
進
攻
を
恐
れ
て
帰
降
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て

、
そ
れ
に
ど
う
対
応
す
る
か
を
両
者
で

協
議
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
難
波
は

「今
回
の
軍
事
行
動
の
目
的
は
俘
狄
を
教
喩
し
て
城
を
築
き
、
民
を
居
住
さ
せ
る
た
め
で

あ
り
、
も
し
彼
ら
の
申
し
出
を
無
視
し
て
進
攻
す
れ
ば

、
俘
ら
は
山
野
へ
逃
走
し
て
し
ま
い

、
労
多
く
し
て
功
少
な
く

、
上
策
と
は
い

え
な
い

。
こ
こ
は
官
軍
の
威
を
示
し
て
こ
の
地
か
ら
引
き
返
し
、
あ
と
で
難
波
が
説
得
し
て
帰
順
さ
せ
れ
ば

、
城
郭
は
ま
も
り
や
す
く

人
民
は
な
が
く
安
堵
す
る
で
あ
ろ
う

」
と
意
見
を
述
べ
た
が

、
東
人
も
こ
れ
に
同
調
し
て

「東
人
の
作
戦
は

、
は
や
く
賊
地
に

入
つ

て

耕
種
し
、
穀
を
貯
え
て
運
根
の
労
力
を
は
ぶ
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

。
と
こ
ろ
が
今
春
は
大
雪
で

、
そ
れ
が
で
き
な
い
。
城
郭
は

一
朝
に
も
な
る
が

、
城
を
ま
も
る
の
は
人
で
あ
り

、
根
食
が
不
可
欠
で
あ
る
の
に

、
耕
種
の
と
き
を
う
し
な
っ
て
は

、
そ
の
供
給
が
で

き
な
い

」
と
し
て

、
雄
勝
地
方
へ
の
進
攻
を
断
念
し
て
多
賀
柵
に
帰
還
す
る
の
で
あ
る
〔

『
続
紀
』

同
年
四
月
戊
午
条
〕

。
両
者
が
城
樹

に
っ
い
て
語
つ

て
い
る
な
か
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は

、
城
細
の
設
置
と
民
の
居
住
と
が

一
体
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る

。
こ
の
城
細
に
付
属
す
る
民
は
城
棚
の
守
備
要
員
で
あ
る
と
同
時
に
耕
作
に
従
事
し
て
一根
食
を
生
産
し

、
運
根
の
労
力
を
は
ぶ
く
と

い
う
任
務
も
負
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

。
こ
の
民
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
柵
戸
の
こ
と
で
あ
ろ
う

。
要
す
る
に

、
兵
士
と
根
食
の

供
給
源
と
し
て
の
民
が
城
細
に
は
必
須
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り

、
東
人
も
難
波
も
城
柵
に

一
定
数
の
民
を
付
属
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て

、
蝦
夷
支
配
に

必
要
な
人
的
・
物
的
資
源
を
で
き
ぅ
る
か
ぎ
り
自
給
自
足
す
る
と
い
う
体
制
を
城
柵
支
配
の
あ
り
う
ぺ
き
姿
と

し
て
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る

。
も
う

一
点
注
目
さ
れ
る
の
は

、
難
波
が
留
意
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が

、
城
棚
を
設
置
す
る
地

域
の
蝦
夷

（狄
俘

）
を
説
得
し
て
味
方
に
っ
け
な
い
と
城
棚
の
防
守
が
困
難
に
な
る
と
し
て

、
在
地
の
蝦
夷
の
帰
順
が
城
概
の
維
持
に

近
夷
郡
と
城
棚
支
配

四
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不
可
欠
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

。
す
な
わ
ち
両
者
の
城
柵
観
を
ま
と
め
て
み
る
と

、
城
概
は
在
地
の
蝦
夷
の
帰
順
と
協

力
を
前
提
と
し
て
設
置
さ
れ
、
兵
力
と
物
資
の
供
給
源
と
し
て
の
民
を
付
属
さ
せ
て

、
あ
る
程
度
自
律
的
に
蝦
夷
支
配
を
ぉ
こ
な
う
こ

と
の
で
き
る
組
織
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か

。

如
上
の
よ
う
な
文
献
史
料
か
ら
抽
出
さ
れ
た
城
細
像
は

、官
人
貴
族
層
な
い
し
律
令
国
家
の
城
柵
観
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も

、そ

れ
は
支
配
層
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー

で
あ
っ

て

、
城
珊
支
配
の
実
像
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
い
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が

、
右
の
二
人
の
城
細
観
は
実
録
的
な

『
続
紀
』

の
な
か
で

、
し
か
も
軍
事
作
戦
の
遂
行
如
何
を
協
議
す
る
と
い
う

、
き
ゎ
め
て
現
実

的
な
内
容
を
も
っ
た
文
脈
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

、
こ
の
よ
う
な
史
料
的
性
格
を
認
め
る
か
ぎ
り

、
こ
の
記
事
の
も

っ
現
実
性
は
簡
単
に
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る

。
た
だ
し
こ
れ
は

、
天
平
九
年
と
い
う
時
点
で
の

、
蝦
夷
支
配
を
遂
行
す
る
立
場

に

あ
る
支
配
層
の
理
念
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら

、
そ
の
限
り
に
お
い
て
こ
の
史
料
の
も
っ
限
界
は
十
分
に
ふ
ま
え
る
ぺ
き
で
あ
っ

て

、
こ
の
よ
う
な
城
細
像
が
当
時
の
城
細
の
実
体
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は

、
別
に
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う

。

二

原
初
的
城
柵
と
そ
の
付
属
の
住
民

東
北
地
方
の
城
棚
は

、
史
料
上
は
八
世
紀
中
葉
ま
で

「1
細

」
の
表
記
で

一
定
し
て
お
り
、
以
後

「-
粉

」と
「1
城

」が

両
用
さ
れ
る
時
期
を
経
て

、
八
世
紀
後
半
以
降
は

「-
棚

」
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
り

、
ほ
ぼ

「1
城

」
に

一
定
し
て
く

（
l
）

l

る

、
と
い
う
経
過
を
た
ど
る
が

、
「紐
」・
「城
」
と
も
一訓
は
キ
で
あ
る

。
『
書
紀
』
に
よ
れ
ば

、
七
世
紀
後
半
段
階
の
初
期
の

「柵
」に
、



す
で
に
細
戸
が
付
属
し
て
い
た

。
大
化
三

（六
四
七
）
年
是
歳
条
に
は

「造
一一追
:

足
細
一
置
一一
細
戸
一
」
と
あ
り

、
翌
大
化
四
年
是
歳
条
に

は

「治
一一磐
舟
細
一
以
備
一一蝦
夷
一
、
遂
選
一
，越
与
一一
信
濃
一
之
民
上

、
始
置
一珊
戸
一
」と
み
え
て
い
る
が

、
平
川
南
氏
は

、
『
和
名
抄
」
所
載
の

沼
垂
・
磐
舟
両
郡
の
郷
名
は
越
前
・
越
中
・
信
濃
な
ど
の
国
の
郡
郷
名
に

一
致
す
る
も
の
が
過
半
数
を
占
め

、
『
書
紀
』

の
記
述
と
対
応

（
2
）

す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

。こ
れ
は
す
で
に
改
新
直
後
の
段
階
に

造
営
さ
れ
た
城
紐
に
細
戸
が
付
属
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

、

し
か
も
上
記
の
大
化
四
年
条
に
は

「治
一
磐
舟
樹
一
以
備
二

蝦
夷
一
」
と
あ
っ
て

、
柵
戸
の
移
配
を
と
も
な
う
城
柵
の
造
営
が
蝦
夷
に
備
え

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で

、
か
か
る
初
期
の
城
概
が

「対
蝦
夷
の
防
衛
的
軍
事
施
設
と
し
て
設
置
さ
れ
M

）

」

と
い
う
側
面
を
も
っ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

。も
う
ひ
と
っ
大
宝
令
制
以
前
の
城
細
で
注
目
さ
れ
る
の
は

、柵
養
蝦
夷
の
存
在
で
あ
る

。

こ
の
柵
養
蝦
夷
に
っ
い
て

、
平
川
南
氏
は

、
「夷
俘
料
の
支
給
を
受
け
て
い
た
蝦
夷
の
意

」と
一3

、
ま
た
高
橋
崇
氏
は

「紐
養

」に
っ
い

て

「字
義
通
り
棚
に
養
わ
れ
る
と
解
す
べ
き
で

」、
「具
体
的
に
い
え
ば

、
食
料
な
ど
を
支
給
さ
れ
る

」
こ
と
で

、
結
局

、
棚
養
蝦
夷
と

は
帰
順
し
た
不
特
定
多
数
の
蝦
夷
の
こ
と
と
み
て
い
る

。
さ
ら
に
氏
は

「柵
養
蝦
夷
と
は

一
種
の
身
分
と
い
っ
て
よ
い
か

」
と
い
う
問

（
5
）

題
を
提
起
し
て
い
る
が

、
こ
れ
へ
の
回
答
は
保
留
し
て
い
る

。
な
ぉ
、
蝦
夷
を
養
う
と
い
う
表
現
は

『
三
代
格
』
貞
観
十
八

（八
七
六

）

年
六
月
十
九
日
官
符
に
も

「夫
辺
城
為
レ

体

、
依
レ

養
一
夷
俘
一
、
常
事
一一殺
生
一
」と
あ
る

。
「棚
養

」と
い
う
語
は

、
平
川
・
高
橋
両
氏
の

い
う
ょ
う
に

、
城
棚
か
ら
食
料
な
ど
を
支
給
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
由
来
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が

、
城
柵
と
の
関
係
は
む
ろ
ん
そ
れ

に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

、要
す
る
に
城
秘
の
支
配
に
服
し

、そ
の
庇
護
下
に

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
ば
と
解
さ
れ
る

。

す
な
わ
ち
柵
戸
が
城
樹
に
付
属
す
る
百
姓
で
あ
る
の
に
対
し
て

、棚
養
蝦
夷
と
は
城
概
に

付
属
す
る
蝦
夷
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て

、

そ
う
い
う
意
味
で
両
者
と
も
公
的
施
設
と
し
て
の
城
紐
を
主
体
と
し
た
政
治
的
な
概
念
と
み
る
こ
と
が
で
き
る

。
と
す
れ
ば

、
柵
養
蝦

近
夷
郡
と
城
棚
支
配

四
三
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夷
も
細
戸
と
同
じ
よ
う
に
国
家
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
身
分
と
解
さ
れ

、
ほ
ぽ
八
世
紀
以
降
の

「俘
囚

」
身
分
に
相
当
す
る
も
の
と
い

え
ょ
う

。
そ
し
て
工
藤
雅
樹
氏
が
推
測
し
て
い
る
よ
う
に

、
彼
ら
の
主
体
は
城
册
が
置
か
れ
た
地
域
の
本
来
の
住
民
で
あ
っ
た
と
思
わ

l

6
）

れ
る

。
ま
た
持
統
紀
三

（六
八
九
）年
正
月
丙
辰
条
に
は
陸
奥
国
の

「優
確
一一 :一一H郡
」の
城
養
蝦
夷
二
名
が
沙
門
に
な
り
た
い
と
請
い

、
許

さ
れ
て
い
る
記
事
が
あ
る
が

、
こ
の

「優
確
一一一一解一一一郡
」
と
は
の
ち
の
出
羽
国
置
賜
郡
に
相
当
す
る

「郡
」
と
見
ら
れ
る

。
高
橋
氏
は

、
こ

l

7
-

の
記
事
か
ら
優
昭
曇
郡

（評
）
に
城
樹
と
そ
の
付
属
寺
院
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
が
、
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う

。

な
ぉ
天
武
紀
十

一
（六
八
二

）年
四
月
甲
申
条
で
は

、
越
蝦
夷
伊
高
岐
那
ら
が

「俘
人

」七
十
戸
で
一
郡
を
建
郡
し
た
い
と
請
い

、
許

さ
れ
て
い
る
が

、
こ
こ
に
み
え
る

「俘
人

」
も
ま
た
帰
順
し
た
蝦
夷
と
み
ら
れ

、
そ
の
点
で
は
棚
養
蝦
夷
と
同
様
で
あ
る

。
た
だ

「柵

養

」
が
あ
く
ま
で
も
城
柵
を
主
体
と
し
た
概
念
で
あ
る
の
に
対
し

、
こ
の

「俘
人

」
と
は
帰
順
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
は
あ
っ
て

も

、
城
概
と
の
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い

。
し
か
も
こ
の
場
合

、
建
郡
の
申
請
者
は
蝦
夷
で
あ
る
が

、
彼
は
お
そ
ら
く
蝦
夷
集
団
の

族
長
で
あ
っ
て

、
彼
に
ひ
き
ぃ
ら
れ
た
蝦
夷
が
集
団
の
ま
ま
建
郡
を
申
請
す
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る

。
建
郡
の
申
請
者
が
い
わ

ゆ
る

「立
郡
人

」
に
相
当
し

、
建
郡
後
は
郡
領
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る

。
こ
の
よ
う
な
郡
は
前
記
の
蝦
夷
郡
の
類
型
に
属
し
、
城
柵

設
置
地
域
に
置
か
れ
て
細
戸
の
移
配
を
と
も
な
う
近
夷
郡
と
は
明
確
に
異
な
る

。
こ
の
点
か
ら
も

「俘
人

」
は

、
い
ま
だ
城
樹
の
設
置

さ
れ
て
い
な
い
地
域
の

、
集
団
の
ま
ま
帰
順
し
た
蝦
夷
と
み
ら
れ

、
細
養
蝦
夷
と
は
明
ら
か
に
存
在
形
態
を
異
に
し
た

、
後
述
す
る
令

制
下
の

「蝦
夷

」
身
分
に
相
当
す
る
範
略
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

こ
の
よ
う
に

、
原
初
的
な
城
紐
で
あ
る
七
世
紀
後
半
段
階
の
柵

（キ
）
は

、
王
権
の
主
導
す
る
計
画
的
移
民
と
し
て
の
細
戸

（キ
ノ

へ

）
と
服
属
し
た
在
地
の
蝦
夷
で
あ
る
柵
養
蝦
夷

（キ
コ
ウ
ノ
ェ
ミ

シ

）
を
付
属
し
た
施
設
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が

、
斉
明
紀
四



（六
五
八

）年
七
月
甲
申
条
は
城
細
に
付
属
す
る
両
者
の
役
割
を
考
え
る
の
に
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る

。
こ
の
斉
明
紀
四
年

七
月
条
は

、
以
前
拙
稿
で
論
じ
た
ょ
う
に

、
斉
明
四
年
次
の
阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
に
対
応
し
た
記
事
で
あ
っ
て

、
そ
の
遠
征
の
終
了
に

際
し
て
服
属
し
た
蝦
夷
を
と
も
な
っ
て
帰
還
し
、
遠
征
で
功
の
あ
っ
た
人
び
と
に
叙
位
を
ぉ
こ
な
っ
た
も
の
で
あ

（a
）

。
こ
こ
で
注
日
し

た
い
の
は

、
こ
の
と
き
の
叙
位
の
対
象
者
に
細
養
蝦
夷
二
人
と
都
岐
沙
羅
細
造
・
判
官

（い
ず
れ
も
名
を
欠
く
）、
淳
足
棚
造
大
伴
君
稲

積
ら
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

。
册
造
と
は

、
授
け
ら
れ
た
冠
位
や
大
伴
君
と
い
う
氏
姓
な
ど
か
ら
推
し
量
つ

て

、
柵
戸
の
出
身

l

9
）

地

（北
陸
地
方
か

）
の
在
地
豪
族
の
よ
う
で

、
通
常
の
評
で
い
え
ば
評
造
・
評
督
に
相
当
す
る

、
細
戸
を
統
率
す
る
官
で
あ
ろ
う

。
柵

造
が
八
世
紀
以
降
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
は

、
城
棚
設
置
地
域
に
も
郡

（=
近
夷
郡

）
が
置
か
れ

、
柵
戸
の
長
は
郡
司
に
任
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
と
思
わ
れ
る

。
紐
造
は
こ
の
よ
う
に
城
棚
設
置
地
域
の
支
配
機
構
が
分
化
す
る
以
前
の
官
職
と
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
柵
造
と
下
級
官
の
判
官
が
叙
位
に
預
か
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は

、
斉
明
四
年
次
の
遠
征
に
柵
造
・
判
官
ら
が
棚
戸
か
ら

徴
発
さ
れ
た
兵
士
を
率
い
て
参
加
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ

、
柵
養
蝦
夷
が
叙
位
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
同
様
に
彼
ら
が
遠
征

に

参
加
し
て

、
そ
の
功
が
認
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う

。
と
す
れ
ば

、
細
戸
と
棚
養
蝦
夷
は

、
国
造
軍
な
い
し
評
造
軍
な
ど
と
と
も

（一一）

、

こ
の
よ
う
な
初
期
の
違
征
軍
を
構
成
す
る
母
体
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る

。
お

そ
ら
く
ャ
マ

ト

政
権
は
彼
ら
を
遠
征
の
際
の
兵
力
と

し
た
ば
か
り
で
な
く

、
平
時
は
農
耕
に
従
事
さ
せ
て
根
食
の
備
蓄
を
は
か
り

、
ま
た
柵
の
造
営
・
修
理
の
主
要
な
労
働
力
と
も
し
た
の

で
あ
ろ
う

。

こ
の
よ
う
に
城
棚
は

、
そ
の
原
初
的
段
階
に
お
い
て
棚
戸
と
棚
養
蝦
夷
を
付
属
し
、
蝦
夷
支
配
を
あ
る
程
度
自
律
的
に

遂
行
し
う
る

組
織
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
さ
き
の
大
野
東
人
と
田
辺
難
波
の
協
議
か
ら
抽
出
し
た
城
棚

近
夷
郡
と
城
樹
支
配

四
五



近
夷
郡
と
城
初
支
配

四
六

像
と
き
ゎ
め
て
よ
く
合
致
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
東
人
や
難
波
の
城
棚
像
は

、
こ
の
よ
う
な
七
世
紀
後
半
以
来
の
現
実

の
城
紐
の
存
在
形
態
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る

。
っ
ぎ
に
八
世
紀
以
降
の
令
制
下
の
城
柵
に
っ
い
て
こ
の
点
を
さ
ら
に

検
討
し
て
み
よ
う
。

注
（1
）
平
川
南

「古
代
の
城
一一一に関
す
る
試
論

」
（「原
始
古
代
社
会
研
究

」
四

校
倉
書
房

一
九
七
八

）。

（2
）
平
川
南

「古
代
東
北
城
細
の
特
質
に
っ
い
て

」
（「東
北
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要

」
四

一
九
七
八

）。

（3
）
高
橋
崇

「紐
」
（前
掲

「東
北
古
代
史
の
研
究

」）。

（4
）
平
川
氏
、
前
掲

「古
代
に
お
け
る
東
北
の
城
棚
に
っ
い
て

」。

（5
）
高
橋
氏
、
前
掲

「粉
」。

（6
）
工
藤
雅
樹

「多
賀
城
以
前

」
（「福
大
史
学

」
四
六
・
四
七
合
併
号

一
九
八
九
）。

（7
）
高
橋
氏
、
前
掲

「紐
」。

（8
）
拙
稿

、
前
掲

「阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

」。

（9
）
高
橋
氏
、
前
掲

「細
」。
工
藤
氏
、
前
掲

「多
賀
城
以
前

」。

（10
）
「書
紀

」斉
明
紀
六

（六
六
〇
）年
三
月
条
に
よ
れ
ば

、
こ
の
年
の
遠
征
の
際
に

、
粛
慎
と
の
戦
開
に
お
い
て
能
登
臣
馬
身
龍
が
戦
死
し
て
い
る
が

、
能

登
臣
は
能
登
地
方
の
豪
族
で
あ
り

、
違
征
軍
に
北
陸
地
方
の
豪
族
の
率
い
る
兵
士
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
つ

て
い
る

。

三

令
制
下
の
城
柵
と
城
柵
付
属
の
住
民

令
制
下
の
城
柵
に
細
戸
が
付
属
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が

、
こ
の
紐
戸
は
天
平
宝
字
ご
ろ
を
境
と
し
て
大
き
く
変
質
し

、
浮



（
1
-

浪
人
や
罪
人
を
細
戸
と
し
て
移
配
す
る
よ
う
に
な
り

、徒
刑
労
働
的
な
色
彩
を
帯
び
て
く
る

。さ
ら
に
神
護
景
雲
年
間
ご
ろ
か
ら
は

、ふ

た
た
び
一
般
の
民
戸
を
大
量
に
城
柵
に
移
配
す
る
政
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が

、
こ
れ
は
従
来
以
上
の
優
遇
措
置
を
と
っ

て
百
姓

の
な
か
か
ら
希
望
者
を
募
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り

、
し
か
も
こ
れ
以
降
は
浮
浪
人
の
移
配
の
場
合
も
含
め
て
細
戸
と
は
決
し
て
呼

ば
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る

。
神
護
景
雲
年
間
以
降
で

「棚
戸

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は

、
『
延
喜
式
』

の
規
定
を
除
け
ば

、
『
紀
略
』

延

暦
十
四

（七
九
五

）
年
十
二
月
己
丑
条
の

「逃
レ

軍
諸
国
軍
士
三
百
一川・H-人
、
特
宥
一一
死
罪
一
、
配
一一陸
奥
国
一
、
永
為
一一
紐
戸
一
」と
い
う
記
事

の
み
で
あ
っ
て

、
辺
境
へ
の
移
民
一
般
を

「棚
戸

」
と
称
す
る
こ
と
を
避
け

、
犯
罪
人
な
ど
特
に
城
紐
に
っ
よ
く
緊
縛
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
に
か
ぎ
っ
て

、
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に

「紐
戸

」と
い
う
語
を
意
識
的
に
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る

。
す

な
わ
ち

、
従
来
い
わ
れ
て
い
る
柵
戸
の
変
質
に
は

、「棚
戸

」と
い
う
こ
と
ば
自
体
の
変
化
が
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

。
こ
の
点
は

、

変
質
の
原
因
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
見
逃
せ
な
い
重
要
性
を
も
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る

。

律
令
国
家
が
城
細
設
置
地
域
へ
の
移
民
政
策
を
大
き
く
変
更
し
た
原
因
に
っ
い
て
は

、
『
続
紀
』
神
護
景
雲
三

（七
六
九
）
年
正
月
己

亥
条
で
太
政
官
が

「徙
一一
無
レ

罪
之
民
一
、
配
二

辺
城
之
成
一
、
則
物
情
不
レ

穩
、
逃
亡
無
レ

已

」
と
し
て

、
当
国
・
他
国
の
民
を
問
わ
ず
法
外

の
復
を
給
す
る
と
い
う

、
従
来
以
上
の
優
遇
措
置
を
講
じ
て
桃
生
・
伊
治
二
城
へ
の
移
民
を
募
る
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
よ

う
に

、
一
般
の
民
戸
を
国
家
主
導
の
も
と
に
城
柵
に
移
住
さ
せ
る
と
い
う
従
来
の
柵
戸
政
策
が
、
太
政
官
が
み
ず
か
ら
表
明
し
て
い
る

ご
と
く
、
「逃
亡
無
レ

已

」と
い
う
現
実
に
ぶ
っ
か
っ
て
変
更
を
余
儀
な
く
さ
一れ
る
の
で
あ
る

。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
た
の
は

、
桃

生
・
雄
勝
両
城
の
造
営
が
ぉ
こ
な
わ
れ
る
な
ど

、
藤
原
仲
麻
呂
政
権
下
の
天
平
宝
字
年
間
ご
ろ
か
ら
積
極
的
な
蝦
夷
政
策
が
推
進
さ
れ

、

（
2
）

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
蝦
夷
と
境
を
接
す
る
地
域
の
情
勢
が
に
わ
か
に

悪
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
直
接
の
原
因
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

。

近
夷
郡
と
城
-tB3
支
配

四
七



近
夷
郡
と
城
一
概
支
配

四
八

と
こ
ろ
が
こ
の
概
戸
の
変
質
の
経
緯
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と

、
桃
生
・
雄
勝
両
城
の
造
営
が
開
始
さ
れ
る
と
と
も
に
罪
人
・
浮
浪
人

を
柵
戸
と
し
て
移
配
す
る
と
い
う
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

、
珊
戸
に
対
す
る
認
識
の
変
化

、
す
な
わ
ち
一
般
民
戸
は
柵

戸
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
通
念
は

、
こ
れ
以
前
に
す
で
に
生
じ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い

。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
変
化
が
い

か
に
し
て
お
こ
っ
た
か
が
問
題
で
あ
る
。

別
稿
で
論
じ
た
ょ
う
に

、
神
亀
元

（七
二
四

）
年
ご
ろ
を
境
と
し
て

、
可
能
な
か
ぎ
り
陸
奥
一
国
で
蝦
夷
支
配
を
遂
行
し
ょ
う
と
い

う
体
制
に
移
行
し

、
爾
来
天
平
宝
字
ご
ろ
ま
で
東
国
か
ら
の
棚
戸
の
移
配
も
ぉ
こ
な
わ
れ
な
く
な
り

、
陸
奥
・
出
羽
で
は
比
較
的
安
定

l

3
-

l

4
）

し
た
時
期
が
続
く
が

、
こ
の
相
対
的
安
定
期
に
お
い
て
も

、
お
そ
ら
く
蝦
夷
と
の
衝
突
は
断
続
的
に
生
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
て

、
近
夷

郡
に
移
配
さ
れ
た
細
戸
は
内
国
の
一
般
民
戸
に
比
べ
て
か
な
り
苛
酷
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る

。
そ
の
よ
う
な
こ

と
か
ら

、
積
極
的
な
蝦
夷
政
策
が
推
進
さ
れ
る
天
平
宝
字
年
間
以
前
に

、
柵
戸
・
鎮
兵
な
ど
の
供
給
基
地
で
あ
っ
た
東
国
社
会
を
中
心

に
し
て

、
樹
戸
を
特
別
視
し
て
厭
う
傾
向
が
す
で
に
社
会
的
に
酸
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
は
じ
め
て

、
桃
生
・
雄
勝

両
城
の
造
営
の
開
始
と
と
も
に
罪
人
・
浮
浪
人
を
棚
戸
と
し
て
移
配
す
る
と
い
う
政
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

、
ま
た
こ
の
こ
と
ば

を
犯
罪
人
の
移
配
な
ど
の
特
別
な
場
合
以
外
に
使
用
し
な
く
な
っ

て
い
く
こ
と
が
無
理
な
く
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る

。
す
な
わ
ち
坂

東
諸
国

、
陸
奥
南
部
な
ど
の
百
姓
の
、
兵
役
や
城
柵
の
造
営
・
修
理
な
ど
の
過
重
な
負
担
と
不
時
の
蝦
夷
の
来
攻
な
ど
の
危
険
と
を
と

も
な
う
細
戸
に
対
す
る
規
避
こ
そ
が
柵
戸
政
策
の
変
更
、
さ
ら
に
は

「細
戸

」
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
の
ニ
ュ

ァ
ン

ス
の
変
化
の
根

（5
）

本
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

こ
の
よ
う
に
し
て
棚
戸
政
策
は
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ

、
城
細
へ
の
移
配
に
応
じ
た

一
般
民
戸
・
浮
浪
人
は

「棚
戸

」と
は
呼
ば
れ



な
く
な
っ
て
い
く
が

、
重
要
な
の
は
棚
戸
政
策
の
変
更
に
も
か
か
わ
ら
ず
城
棚
へ
の
一
般
民
戸
・
浮
浪
人
の
移
配
は
そ
の
後
も
継
続
さ

れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。
従
来
は
や
や
も
す
る
と
変
質
面
の
み
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が

、
こ
の
点
は

軽
視
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う

。
す
な
わ
ち（1
）神護
景
雲
三

（七
六
九
）
年
六
月
に

浮
宕
の
百
姓
二
千
五
百
余
人
を
伊
治
村
に
安
置

し
て
い
る
〔

『
続
紀
』

同
年
六
月
丁
未
条
〕

の
を
は
じ
め
と
し
て

、（2
）宝亀
七

（七
七
六

）
年
十
二
月
に
陸
奥
国
諸
郡
か
ら
奥
郡
を
ま

も
る
百
姓
を
募
つ

て
復
三
年
を
給
い
定
着
さ
せ
て
い
る
し
〔

『
続
紀
』

同
年
十
二
月
丁
酉
条
〕

、（3
）延暦
十
五

（七
九
六

）年
十
一
月
に

は
相
模
・
武
蔵
・
上
総
・
常
陸
・
上
野
・
下
野
・
出
羽
・
越
後
な
ど
の
諸
国
か
ら
九
千
人
も
の
民
を
発
し
て
陸
奥
国
伊
治
城
に

遷
置
し

〔

『
後
紀
』

同
年
十
一
月
戊
申
条
〕

、（4
）延暦
二
十

一
（八
〇
二

）
年
正
月
に
胆
沢
城
が
完
成
す
る
と
即
座
に

、
駿
河
・
甲
斐
・
相
模
・

武
蔵
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
・
信
濃
・
上
野
・
下
野
な
ど
の
諸
国
の
浪
人
四
千
人
を
胆
沢
城
に
移
配
し
て
い
る
〔

『
紀
略
』

同
年
正
月
戊

辰
条
〕

。
こ
れ
ら
の
大
量
移
配
さ
れ
た
人
び
と
は

、
既
述
の
よ
う
に

、
い
ず
れ
も

「細
戸

」と
呼
ば
れ
た
形
跡
が
な
い
の
で

、
以
下

″
柵

戸
系

"と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
ら
棚
戸
系
の
人
び
と
の
移
配
先
は

、（2
）に「奥
郡

」と
あ
る
以
外
は

、（1
）と（3
）が伊
治
城

（村
）

で（4
）が胆
沢
城
と

、
い
ず
れ
も
城
紐
で
あ
る

。（2
）の「奥
郡

」と
は

、
黒
川
以
北
十
郡
を
中
心
に
し
た
近
夷
郡
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
け
っ
き
ょ

く
は
す
べ
て
城
細
の
設
置
さ
れ
て
い
る
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
る

。し
か
も（3
）では
こ
の
時
期
に
は
伊
治
城
の
地
域

に
は
栗
原
郡
が
存
在
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
移
配
先
を

「伊
治
城

」
と
し
て
お
り

、
こ
れ
ら
の
細
戸
系
の
人
び
と
が

、
本
来

の
棚
戸
と
同
様
に
城
細
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

。な
ぉ

、八
世
紀
後
半
以
降
に
成
立
し
た
近
夷
郡
に
も
、桃

生
郡
磐
城
郷

、
栗
原
郡
会
津
郷
、
江
刺
郡
信
濃
・
甲
斐
郷

、
胆
沢
郡
白
河
・
下
野
・
上
総
郷
な
ど

、
『
和
名
抄
』

所
載
の
郷
名
に

、
東
国
・

陸
奥
南
部
の
国
郡
名
と
一
致
す
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
お
り

、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
郡
の
成
立
に
東
国
・
陸
奥
南

近
夷
郡
と
城
概
支
配

四
九



近
夷
郡
と
城
概
支
配

五
〇

部
な
ど
の
住
民
の
移
配
が
ふ
か
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
要
づ
け
ら
れ
る

。こ
の
よ
う
に
細
戸
が
変
質
す
る
天
平
宝
字
年
間
以
降
も

、一

般
民
戸
を
城
概
設
置
地
域
に
移
配
す
る
政
策
が
継
続
し
て
と
ら
れ

、
城
細
は
依
然
と
し
て
多
数
の
柵
戸
系
の
人
び
と
を
付
属
す
る
施
設

で
あ
っ
た
の
で
あ
る

。
と
こ
ろ
で

、
細
戸
系
の
人
び
と
は
む
ろ
ん

、
細
戸
も
、
『
続
紀
』
天
平
宝
字
四

（七
六
〇

）年
十
月
十
七
日
条
に

「陸
奥
国
細
戸
百
姓

」
と
あ
る
ょ
う
に

、
身
分
的
に
は
百
姓
な
の
で
あ
っ
て

、
彼
ら
に
は
通
常
一
定
期
間

（当
初

一
年

、
の
ち
に
三
年

）

の
給
復

（=
課
役
免
）
と
い
う
特
典
が
あ
っ
た
が

、
そ
の
場
合
も
租
は
免
除
の
対
象
外
で
あ
り

、
一
定
期
間
の
経
過
後
は

一
般
の
公
民

と
同
様
に
租
調
庸
を
徴
収
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し

（た
だ
し
戦
乱
や
飢
館
の
際
に
は
臨
時
に
給
復
が
お
こ
な
わ
れ
た

）、
兵
役
の
義
務
を

l

6
）

負
つ

て
い
た
こ
と
も
一
般
の
公
民
と
異
な
ら
な
か
っ
た

。
さ
ら
に
近
夷
郡
で
も
正
税
出
挙
が
実
施
さ
れ

、
軍
根
の
重
要
な
財
源
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
［次
節
注

（9
）参
照
］
。
と
す
れ
ば

、
令
制
下
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
た
こ
れ
ら
の
城
紐
設
置
地
域
へ
の
移
民
政
策
は

、

こ
の
地
域
を
蝦
夷
支
配
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
人
的
・
物
的
資
源
の
供
給
源
と
し
て
基
盤
強
化
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
現
に

、
後
述
す
る
よ
う
に

、
近
夷
郡
に
人
び
と
を
集
住
さ
せ
る
こ
と
が

、
辺
境
の
防
備
を
強
化
す
る
こ

と
に
直
結
す
る
と
い
う
認
識
が
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
ご
く

一
般
的
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

公
権
力
に
よ
っ
て
計
画
的
に
移
配
さ
れ
た
概
一尸
お
よ
び
概
戸
系
の
人
び
と
の
ほ
か
に
も

、
個
別
に
城
細
設
置
地
域
に
移
住
し
て
き
た

人
び
と
が
少
な
か
ら
ず
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。
そ
の
一
っ
は
浮
浪
人
で
あ
る

。
『
三
代
格
』
大
同
五

（八
一
〇
）
年
二
月
二
十
三
日
官
符

に
は

「黒
川
以
北
奥
郡
浮
浪
人

、
元
来
不
レ

在
二

差
科
之
限
一
」と
あ
っ

て

、
こ
の
地
域
に
以
前
か
ら
浮
浪
人
が
存
在
し

、
し
か
も
陸
奥
の

他
地
域
よ
り
も
税
制
上
優
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
れ
る

。
こ
れ
ら
の
浮
浪
人
は

、
上
に
触
れ
た
大
量
移
配
の
浮
浪
人
も
含
ん
だ

も
の
か
も
し
れ
な
い
が

、
そ
れ
以
外
に
個
別
に
他
地
域
か
ら
逃
亡
し
て
こ
の
地
域
に
移
住
し
て
き
た
人
び
と
が
多
数
い
た
で
あ
ろ
う
と



思
わ
れ
る

。
そ
の
こ
と
を
示
す
具
体
的
な
事
例
と
し
て

『
続
紀
』

宝
亀
三

（七
七
二

）
年
十
月
戊
午
条
が
あ
げ
ら
れ
る

。
同
条
に
よ
れ

ば

、
下
野
国
司
が

「部
内
の
百
姓
が
陸
奥
国
に
逃
亡
す
る
と

、
陸
奥
国
は
そ
れ
を
ど
ん
ど
ん
編
附
す
る
の
で

、
八
七
〇
人
も
の
百
姓
が

課
役
を
忌
避
し
て
競
つ

て
逃
亡
し

、
国
司
が
禁
じ
て
も
制
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

。
搜
索
に
使
者
を
派
遺
し
て
も

、
そ
の
地
域
は
蝦

夷
の
居
住
地
に
近
く
民
情
が
険
悪
で

、
互
い
に
か
く
ま
っ
て
出
さ
な
い

」
と
言
上
し
た
の
で

、
太
政
官
は
陸
奥
国
司
と
下
野
国
使
と
が

と
も
に
検
括
し
て
本
郷
に
還
す
ょ
う
に
命
じ
て
い
る

。
「彼
土
近
レ

夷

、
民
情
険
悪

」
と
あ
る
の
で

、
逃
亡
先
に
奥
郡
も
含
ま
れ
て
い
た

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う

。
移
住
者
に
優
遇
措
置
の
あ
る
陸
奥
国
に
隣
国
の
百
姓
が
流
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
か
に
も
し
ば
し
ば
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る

。
陸
奥
国
は
こ
れ
ら
個
別
的
な
移
住
者
に
対
し
て

、
さ
き
の
大
同
五
年
官
符
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

、
他
地
域
以
上
の
税

制
上
の
優
遇
措
置
を
講
じ
て

、
と
く
に
奥
郡

（=
近
夷
郡

）
一
帯
へ
の
定
住
化
を
積
極
的
に
は
か
っ
た
の
で
あ
る

。
こ
れ
も
ま
た

、
こ

の
地
域
の
基
盤
強
化
策
の
一
環
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う

。

以
上
、
城
細
の
設
置
さ
れ
た
地
域
に
居
住
す
る
非
蝦
夷
系
の
人
び
と
に
っ
い
て
み
て
き
た
が
、
令
制
下
の
近
夷
郡
に
は
服
属
し
た
蝦

夷
も
多
数
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

。
そ
れ
ら
の
人
び
と
は

「俘
囚

」、
「蝦
夷

」あ
る
い
は

「（帰
降

）夷
俘

」な
ど
と
呼
ば
れ
た

。

（
7
）

こ
の

「俘
囚

」・
「夷
俘

」
そ
れ
に

「蝦
夷

」
な
ど
の
呼
称
の
意
義
に
っ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
り

、
こ
こ
で
そ
の
問
題
に
立
ち
入
る

余
裕
は
な
い
が

、
筆
者
は
古
垣
玲
氏
の
見
解
に
基
本
的
に

賛
成
で

、
本
来
令
制
下
に
お
い
て
は

、
服
属
し
た
蝦
夷
系
の
人
び
と
は
身
分

的
に
は

「蝦
夷

」
（集
団
の
ま
ま
の
間
接
的
支
配

）
と

「俘
囚

」（城
棚
に
よ
る
個
別
的
な
直
接
支
配

）
の
二
区
分
と
し
て
把
握
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ

（以
下

、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
身
分
を
示
す
語
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は

、
古
垣
氏
に
な
ら
っ
て
カ
ッ

コ
を
っ
け
る
こ
と

に
す
る

）、
そ
れ
に
対
し
て

「夷
俘

」と
は
特
定
の
身
分
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
帰
降
し
た
蝦
夷
全
般
を
さ
す
一
般
的
呼
称
と
み
る
の

近
夷
郡
と
城
棚
支
配

五



近
夷
郡
と
城
概
支
配

五
二

が
も
っ
と
も
合
理
的
で
あ
ろ
う

。

古
垣
氏
に
よ
れ
ば

、
朝
貢
関
係
な
ど
、
何
ら
か
の
形
で
律
令
国
家
に
服
属
し
た
蝦
夷
は

、
本
来

「蝦
夷

」
な
い
し

「俘
囚

」
の
い
ず

れ
か
の
身
分
に
区
分
し
て
把
握
さ
れ

、
そ
の
場
合
現
地
で
地
縁
的
結
合
を
保
つ

た
ま
ま
服
属
し
た
の
が

「蝦
夷

」
で
あ
り

、
地
縁
関
係

を
う
し
な
っ

て
個
別
に
律
令
国
家
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
の
が

「俘
囚

」
で
あ
る
と
い
う

。
大
筋
に
お
い
て
は
そ
の
通
り
と
思
わ
れ
る

が

、
「俘
囚

」の
な
か
に
は

、
本
貫
の
地
を
捨
て
て
個
別
に
帰
降
し
て
き
た
蝦
夷
と
と
も
に

、
城
紐
が
設
置
さ
れ
た
地
域
の
本
来
の
住
民

が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。
『
続
紀
』

神
一設
景
雲
三

（七
六
九
）年
十

一
月
己
丑
条
に

、
陸
奥
国
牡
鹿
郡
の
俘
囚
外
少
初
位
上
大

伴
部
押
人
が

、「自
分
の
先
祖
は
紀
伊
国
名
草
郡
の
大
伴
都
直
と
い
う
人
で

、征
夷
に
し
た
が
っ
て
小
田
郡
嶋
田
村
に
到
つ

て
定
住
し
た

が

、
そ
の
後

、
子
孫
が
夷
に
抄
掠
さ
れ

、
代
を
へ
て
俘
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

。
し
か
し
そ
の
-lle
庭
を
脱
し
て
化
民
と
な
っ
て
す
で
に
久

し
い
の
で

、
俘
囚
の
名
を
除
い
て
調
庸
の
民
に
な
り
た
い

」
と
願
つ

て
許
さ
れ
て
い
る
記
事
が
あ
り

、
ま
た
そ
の
翌
宝
亀
元
年
四
月
癸

已
期
条
に
は

、
陸
奥
国
黒
川
・
賀
美
な
ど
の
十
郡
の
俘
囚
三

、九
二
〇
人
が

、
同
じ
ょ
う
に
父
祖
が
も
と
王
民
で
あ
っ
た
の
に

、
夷
に
'

抄

掠
さ
れ
て
踐
隷

（l-
俘
囚

）に
な
っ
て
し
ま
っ
た

、
と
し
て
俘
囚
の
名
を
除
い
て
調
腐
を
貢
納
し
た
い

、
と
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る

。

こ
の
二
つ
の
記
事
は

、
い
ず
れ
も
俘
囚
の
側
か
ら
の
申
諸
と
い
う
形
を
と
っ

て
い
る
が

、
明
ら
か
に

一
連
の
も
の
と
み
ら
れ
る

。
彼
ら

が
主
張
ど
ぉ
り
も
と
も
と
王
民
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
認
し
が
た
い
が

、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
ま
で
は
俘
囚
と
し
て
国
家
に
把
握

さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
ま
た
神
護
景
雲
三
年
十

一
月
条
に
は

「昔
者

、
先
祖
大
伴
部
直
征
レ

夷
之
時
、
到
二

於

小
田
郡
嶋
田
村
一
而
居
焉
。
其
後

、
子
孫
為
レ

夷
被
レ

菌

、
歴
レ

代
為
レ

俘

。
-
-
抜
一一
彼
處
庭
一
、
久
為
二

化
民
一
」と
あ
り

、
宝
亀
元
年
四
月

条
で
は

「今
既
殺
レ

敵
帰
降

、
子
孫
蕃
息

」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で

、
彼
ら
が
黒
川
以
北
十
郡
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
少
な
く
て
も
数



世
代
を
経
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る

。
と
す
れ
ば

、
彼
ら
の
数
代
前
の
先
祖
こ
そ
が

、
こ
の
地
域
に
は
じ
め
て
城
棚
を

設
置
し
た
時
点
で
の
在
地
の
住
民
で
あ
っ
た
と
み
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う

。
し
か
も
宝
亀
元
年
に
は
四
千
人
ち
か
く
の
俘
囚
が
い
っ
せ

い
に
そ
の
身
分
を
脱
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と

、
形
の
う
え
で
は
俘
囚
か
ら
の
申
請
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
背

後
に
は
律
令
国
家
側
の
政
策
的
意
図
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
る

。
す
な
わ
ち
大
伴
都
押
人
の
申
請
が
ひ
と
っ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て

、
そ

れ
ま
で
黒
川
以
北
十
郡
の
本
来
の
住
民
を
律
令
国
家
は

「俘
囚

」
と
し
て
身
分
的
に
把
握
し
て
い
た
の
を
、
こ
の
と
き
に
そ
の
方
針
を

転
換
し
て
い
っ
せ
い
に
公
民
身
分
に
編
入
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る

。
す
で
に
少
な
く
と
も
数
代
に

わ
た
っ

て
こ
の
地
域
に
居
住
し
、
か
な
り
の
程
度
同
化
が
進
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
彼
ら
を
公
民
身
分
に
編
入
す
る
ほ
う
が

、
律
令

（

9
）

国
家
に
と
っ

て
得
策
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
「俘
囚

」に
は
身
分
的
な
差
別
が
と
も
な
っ
て
い
た
の
で

、
彼
ら
の
方
で
も
公

民
身
分
へ
の
編
入
を
望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う

。

こ
れ
ら
の
近
夷
郡
本
来
の
住
民
の
ほ
か
に

、
「俘
囚

」に
は

、
古
垣
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

、
本
貫
の
地
を
捨
て
て
個
別
に
帰
降

し
て
き
た
蝦
夷
が
い
た

。
『
続
紀
』

天
平
宝
字
二
年
六
月
辛
亥
条
〔

注

（4
）
所
引
〕

に
よ
れ
ば

、
す
で
に
天
平
期
ご
ろ
か
ら
新
来
の
帰

降
の
夷
俘
が

、
近
夷
郡
一
帯
あ
た
り
に
来
住
し
て
き
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

、
政
府
は
彼
ら
を
農
耕
に
従
事
さ
せ
て
近
夷
郡
へ
の

定
住
を
う
な
が
す
と
と
も
に

、
そ
の
か
わ
り
に

辺
軍
に
充
当
す
る
と
い
う
政
策
を
と
っ
て
い
た
が

、
天
平
宝
字
初
年
に
い
た
っ
て

、
蝦

夷
政
策
の
積
極
化
が
顕
著
に
な
る
に
と
も
な
い

、
さ
ら
に
多
く
の
夷
俘
が
こ
の
地
域
に
来
住
す
る
ょ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
近
夷
郡
が
移
民
系
の
人
び
と
の
受
け
皿
で
あ
っ
た
と
同
時
に

、
こ
れ
ら
多
数
の
新
来
の
夷
俘
の
受
け
皿
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る

。
し
か
も
こ
れ
ら
の
夷
俘
に
種
子
を
支
給
し
て
農
耕
に
従
事
さ
せ

、
王
民
と
し
て
支
配
下
に
置
い
た
の
は

、
か
れ
ら
を

近
夷
郡
と
城
棚
支
配

五
三



近
夷
郡
と
城
棚
支
配

五
四

辺
軍
に
充
当
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
に
種
々
の
優
遇
措
置
を
講
じ
て
近
夷
郡
へ
の
定
住
化
を
は
か
っ
た
の

は

、
一
義
的
に
は
彼
ら
を
蝦
夷
支
配
遂
行
の
た
め
の
人
的
資
源
の
一
環
に
組
み
込
も
う
と
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い

。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と

、
近
夷
郡
に
お
け
る

「俘
囚

」
に
は

、
少
な
く
と
も
そ
の
地
域
本
来
の
住
民
と

、
主
と
し
て
天
平
期
以
降

に
帰
降
し
て
き
た
新
来
の
夷
俘
と
の
二
つ
の
系
統
が
あ
っ

て

、
両
者
と
も
個
別
に
把
握
さ
れ
て
律
令
国
家
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。比
較
的
同
化
の
進
ん
で
い
た
前
者
は
八
世
紀
後
半
に
い
っ
せ
い
に
調
腐
民
化
さ
れ

、後
者
に
っ
い
て
は
種
々

の
優
遇
措
置
を
講
じ
て
農
耕
に
従
事
さ
せ
っ
っ
こ
の
地
へ
の
定
住
化
を
は
か
る
と
い
う
政
策
が
と
ら
れ
た
が

、
こ
れ
は
主
と
し
て
律
令

国
家
が
彼
ら
を
辺
軍
の
供
給
源
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
近
夷
郡
の
蝦
夷
系
の
住
民
に
は

、
本
来
の
住
地
で
の
集
団
性
を
保
つ

た
ま
ま
近
夷
郡
に
移
住
す
る
人
び
と
も
い
た
と
考
え
ら
れ

る

。
す
な
わ
ち
『
続
紀
』
宝
亀
元
（七
七
〇
）年
八
月
己
亥
条
に
は

「蝦
夷
宇
漢
米
公
字
屈
波
宇
等
、
忽
率
一
徒
族
一
、
逃
i
r

還
賊
地
一
。
差
レ

使

喚
レ

之
、
不
一
肯
来
帰
一
、
言
日

、
率
一一一
二
同
族
一
、
必
侵
一一城
概
一
。
於
レ

是

、
差
一一正
四
位
上
近
衛
中
将
兼
相
模
守
一照
二
等
道
嶋
宿
祢
嶋
足

等
一
、 :

検
一r問
虚
実
一
」と
い
う
記
事
が
あ
り

、こ
の
と
き
蝦
夷
の
族
長
と
み
ら
れ
る
宇
漢
米
公
宇
属
波
宇
ら
が
徒
族
を
率
い
て
賊
地
に
帰
つ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
は

、
宇
屈
波
字
ら
と
陸
奥
国
側
と
の
間
に
何
ら

'

か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が

、
徒
族
を
率
い
て

賊
地
に
逃
げ
帰
つ

て
い
る
こ
と
と
い
い

、
一
、
二
の
同
族
を
率
い
て
城
細
を
攻
準
す
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
と
い
い

、
彼
ら
は
集
団
性

を
保
つ

た
ま
ま
律
令
国
家
に
帰
服
し
、
本
拠
地
を
す
て
て
近
夷
郡
に
移
住
し
て
き
て
い
た
と
み
て
誤
り
あ
る
ま
い

。
し
か
も
字
屈
波
宇

ら
が
城
紐
を
攻
め
る
と
公
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

、
彼
ら
は
お
そ
ら
く
俘
軍
と
し
て
城
柵
に
配
備
さ
れ
て
い
て

、
そ
こ
で
城
柵

に
派
遺
さ
れ
て
き
て
い
た
国
郡
司
ら
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

。
彼
ら
は
以
前
か
ら
本
拠
地
に
お
い
て

、
族
長
に
率
い



ら
れ
な
が
ら
集
団
の
ま
ま
服
属
し
て

、
「蝦
夷

」身
分
と
し
て
律
令
国
家
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が

、
な
ん
ら
か
の
事
情
か
ら

二
次
的
に
本
拠
地
を
捨
て
て
近
夷
郡
に
移
住
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る

。
こ
の
よ
う
に
推
定
し
て
大
過
な
い
と
す
る
と

、
近
夷
郡
に

移
住
し
て
き
た
帰
降
の
夷
俘
の
な
か
に
は

、
個
別
に
国
家
に
把
握
さ
れ
る

「俘
囚

」だ
け
で
な
く

、
と
く
に
八
世
紀
後
半
以
降
に
は

、
蝦

夷
と
の
対
立
の
激
化
に
と
も
な
っ
て

、
族
長
に
率
い
ら
れ
て
集
団
の
ま
ま
服
属
し
て
近
夷
郡
に
移
住
し
て
く
る

「蝦
夷

」
も
あ
っ
た
こ

と
に
な
る

。
と
す
れ
ば

、
「俘
囚

」身
分
か

「蝦
夷

」身
分
か
の
指
標
は

、
地
縁
性
の
有
無
と
い
う
よ
り

、
蝦
夷
が
本
来
も
っ
て
い
た
集

団
性
の
有
無
に
よ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
上
治
郡
の
大
領
の
伊
治
公
呰
麻
呂
が
独
自
に
俘
軍
を
率
い
て
い
た
ょ
う
に

、
律
令

国
家
の
支
配
領
域
に
隣
接
す
る
蝦
夷
集
団
を
そ
の
居
住
地
ご
と
領
域
内
に
取
り
込
ん
で

、
集
団
の
族
長
を
郡
領
に
任
じ
、
そ
の
支
配
力

に
依
拠
し
て
配
下
の
蝦
夷
を
俘
軍
に
編
成
す
る
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た

。
こ
の
上
治
郡
や
田
夷
郡
と
し
て
の
遠
田
郡
は

、
蝦
夷
の
族
長

が
そ
の
ま
ま
郡
領
と
な
る
蝦
夷
郡
で

、
後
述
の
ご
と
く
紐
戸
な
い
し
紐
戸
系
の
人
物
が
郡
領
に
選
任
さ
れ
た
黒
川
以
北
十
郡
と
は
明
確

に
異
な
る
が

、
近
夷
郡
・
蝦
夷
郡
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
集
団
の
ま
ま
帰
降
し
た
蝦
夷
は

、
端
的
に
い
っ
て

、
城
細
を
拠
点

と
す
る
律
令
国
家
の
蝦
夷
支
配
の
軍
事
力
の
一
翼
を
に
な
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

。

と
こ
ろ
が
こ
の
集
団
の
ま
ま
服
属
し
た

「蝦
夷

」
は

、
上
記
の
宇
漢
米
公
宇
屈
波
宇
や
伊
治
公
呰
麻
呂
の
例
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る

よ
う
に

、
一
般
的
に
い
っ
て

、
個
別
に
律
令
国
家
に
把
握
さ
れ
た

「俘
囚

」
に
く
ら
べ
て

、
は
る
か
に
律
令
国
家
と
の
関
係
は
不
安
定

で

、
い
っ
た
ん
服
属
し
て
か
ら
も
、
状
況
し
だ
い
で
は
容
易
に
離
反
す
る
こ
と
が
あ
っ
た

。
さ
き
に
み
た
よ
う
に

、
個
別
に
帰
降
し
て

き
た

「俘
囚

」
に
は
田
地
と
種
子
が
班
給
さ
れ
た
が

、
こ
れ
は
彼
ら
を
土
地
に
緊
縛
し
て
支
配
し
や
す
く
し
て
お
い
て

、
さ
し
あ
た
っ

て
は
辺
軍
に
充
当
し

、
最
終
的
に
は
調
庸
民
と
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

。
そ
れ
に
対
し
て

、
集
団
の
ま
ま
帰
服
し

近
夷
郡
と
城
-ta-
支
配

五
五



近
夷
郡
と
城
概
支
配

五
六

て
き
た

「蝦
夷

」
に
は
異
な
っ
た
政
策
が
と
ら
れ
た
よ
う
で

、
『
類
史
』

延
暦
十
九

（八
〇
〇

）
年
五
月
戊
午
条
に
は

「陸
奥
国
言

、
帰

降
夷
俘
、
各
集
一
城
塞
一
、
朝
参
相
続

、出
入
寔
繁

。
夫
馴
レ

荒
之
道

、
在
一一
威
与
一レ
徳

。
若
不
一
優
賞
一
、
恐
失
一一
天
威
一
。
今
夷
俘
食
料

、
充

用
不
レ

足
。
伏
請
、
佃
二

卅
町
一
以
充
一
雑
用
一
。
許
レ

之

」〔
巻
一
九
〇

風
俗
部

俘
囚
〕

と
あ
り
、
当
時
帰
降
夷
俘
が
多
数
城
棚
に
朝
参

し
て
き
て
い
て

、政
府
は
彼
ら
に
夷
俘
料
と
し
て
食
料
を
支
給
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。「俘
囚

」が
個
別
に
政
府
に
把
握
さ
れ
て

、

そ
の
定
住
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
比
し
て

、
こ
の
場
合
は

「若
不
一
優
賞
一
、
恐
失
一一
天
威
一
」
と

、
そ
の
離
反
が
心
配
さ
れ
て
い

る
ょ
う
に

、
政
府
と
の
支
配
=
隷
属
関
係
は
比
較
的
緩
や
か
で

、
そ
の
よ
う
な
去
就
の
定
ま
ら
な
い
彼
ら
を
と
り
あ
え
ず
政
府
側
に
っ

な
ぎ
と
め
て
お
く
こ
と
が

、蝦
夷
支
配
を
遂
行
し
て
い
く
う
え
で
重
要
と
考
え
ら
れ
て
お
り

、夷
俘
料
は
そ
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た

。

ま
た

『
後
紀
』

弘
仁
二

（八
一
一
）
年
五
月
癸
卯
条
に
は

「塞
下
之
俘

、
其
数
稍
多
。
出
レ

軍
之
後

、
慮
生
一一野
心
一
-
:
・

」と
あ
っ
て

、

や
は
り
城
下
に
多
数
の
夷
俘
が
い
て

、
出
軍
後
の
彼
ら
の
動
静
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
し

、
『
続
後
紀
』
承
和
四

（八
三
七
）
年
四
月
癸
丑

条
に

「栗
原
・
桃
生
以
北
俘
囚

、
控
レ

弦
巨
多

。
似
レ

従
一
皇
化
一
、
反
覆
不
レ

定

」
と
あ
り

、
あ
る
い
は
同
書
承
和
六
年
四
月
丁
丑
条
に
も

「胆
沢
・
多
賀
両
城
之
間

、
異
類
延
一曼
、
控
弦
数
千
。
如
有
一警
急
一
、
難
レ

可
一支
禦
一
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
ょ
う
に

、
近
夷
郡
に
居
住

し
て
い
た
夷
俘
の
多
く
は

「控
弦

」、
す
な
わ
ち
兵
士
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も

「反
覆
不
レ

定

」と
い
わ
れ
て
い
る
ょ
う
に

、
彼

ら
と
律
令
国
家
の
関
係
は

、
状
況
次
第
で
容
易
に
変
わ
り
う
る
き
ゎ
め
て
不
安
定
な
性
格
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
律
令
国
家
は

そ
の
よ
う
な
夷
俘
を
夷
俘
料
な
ど
で
っ
な
ぎ
と
め
て
お
き
、
蝦
夷
と
の
戦
闘
の
際
に
は
彼
ら
を
俘
軍
に
編
入
し
て
敵
対
す
る
蝦
夷
と
戦

わ
せ
た
の
で
あ
る

。
俘
囚
に
も
禄
が
支
給
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
し
、
上
記
の
承
和
四
年
四
月
条
に
は

「俘
囚

」と
あ
る
の
で

、
い
ち

が
い
に
は
い
え
な
い
が
、
九
世
紀

、
と
く
に
半
ば
ご
ろ
か
ら
は

「俘
囚

」
と

「蝦
夷

」
の
区
分
が
し
だ
い
に
あ
ぃ
ま
い
に
な
る
ょ
う
な



の
で

、
八
世
紀
代
に
か
ぎ
っ
て
い
う
と

、
夷
俘
料
が
支
給
さ
れ
て
い
る
の
は
集
団
の
ま
ま
服
属
し
、
律
令
国
家
と
の
政
治
関
係
が
不
安

定
な

「蝦
夷

」
に
よ
り
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

。
要
す
る
に

、
夷
俘
料
と
は
律
令
国
家
と
服
属
し
た

「蝦
夷

」
と
の
不
安

定
な
政
治
関
係
の
所
産
で

、
彼
ら
を
律
令
国
家
側
に
っ
な
ぎ
と
め
て
お
く
の
に
不
可
欠
の
方
式
で
あ
っ
た
と
い
え
ょ
う

。

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に

、
近
夷
郡
11
城
粉
設
置
地
域
の
住
民
と
し
て
は

、
大
き
く
い
っ
て
移
民
系
と
蝦
夷
系
と
が
あ
っ
た
が

、
い

ず
れ
に
お
い
て
も
律
令
国
家
は
種
々
の
優
遇
措
置

（給
復

、
田
地
・
種
子
の
班
給

、
夷
俘
料
・
禄
の
支
給
な
ど

）
を
講
じ
て

、
こ
れ
ら

の
人
び
と
を
で
き
る
だ
け
多
く
こ
の
地
域
に

定
着
さ
せ
よ
う
と
は
か
っ
た

。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
人
び
と
が

、
城
樹
を
拠
点
と
し
た
蝦
夷

支
配
を
遂
行
し
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
の
兵
力

（［-
当
国
兵
と
俘
軍

）
と
極
食
の
供
給
源
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い

。
す
な
わ
ち
城
柵
は

、
令
制
下
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
人
び
と
を
付
属
し
た

、
蝦
夷
支
配
を
あ
る
程
度
自
律
的
に

遂
行
し
う
る
組
織

で
あ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て

、
そ
の
た
め
に
っ
ね
に

一
定
数
の
住
民
を
そ
の
管
轄
下
に
置
い
て
お
く

こ
と
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る

。
第

一
節
で
取
り
上
げ
た
大
野
東
人
ら
の
城
册
観
が
こ
の
よ
う
な
城
細
の
実
態
に
ね
ざ
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は

、
も
は
や
疑
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

。

城
柵
が
一
定
数
の
住
民
を
付
属
さ
せ
た
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

、
一
部
で
考
え
ら
れ
て
い
る
ょ
う
に

そ
れ
ら
人
び
と
が
城
柵
内

に
居
住
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い

。
近
夷
郡
の
郷
名
の
多
く
が
東
国
の
国
郡
名
と
一
致
す
る
こ
と
な
ど
か
ら

考
え
て
も
、
そ
の
住
民
は
平
時
は
近
夷
郡
内
の
諸
郷
に
ひ
ろ
く
散
居
し
て
農
耕
生
活
を
営
ん
で
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い

。
と
こ
ろ

が
近
夷
郡
が
戦
乱
に
ま
き
こ
ま
れ
る
と
、
こ
の
地
域
の
住
民
は
難
を
逃
れ

、
か
っ
ま
た
城
細
を
防
衛
す
る
た
め
に
城
棚
に
た
て
こ
も
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。
た
と
え
ば

『
続
紀
』

宝
亀
六

（七
七
五

）年
三
月
丙
辰
条
に
は

「陸
奥
蝦
賊
騒
動

、
自
レ

夏
渉
レ

秋

。
民
皆
保
レ

塞
、

近
夷
郡
と
城
棚
支
配

五
七



近
夷
郡
と
城
概
支
配

五
八

田
略
荒
廃
。
詔
復
一
当
年
課
役
田
租
一
」
と
あ
る
し

、
ま
た
宝
亀
十
一

（七
八
〇
）
年
の
伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
の
と
き
に
も

、
陸
奥
介
大

伴
真
細
が
多
賀
城
に
帰
還
し
た
と
き
に

、
城
下
の
百
姓
は
あ
ら
そ
っ

て
城
中
に
入
り

、
城
を
守
ろ
う
と
し
た
が

、
介
の
真
細
と
據
の
石

川
浄
足
が
ひ
そ
か
に
後
門
か
ら
逃
走
し
た
の
で

、
指
揮
官
を
う
し
な
っ
た
百
姓
ら
は
総
崩
れ
と
な
っ
て
ち
り
ち
り
に

逃
げ
だ
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
〔

『
続
紀
』

同
年
三
月
丁
亥
条
〕

。
こ
れ
ら
の
事
例
は

、
城
概
と
近
夷
郡
の
住
民
と
の

一
体
的
な
関
係
を
如
実
に
物
語
つ

て
お
り

、
戦
時
に
は
近
夷
郡
の
住
民
は
城
紐
に
た
て
こ
も
っ
て
難
を
逃
れ

、
正
規
軍
と
と
も
に
城
紐
の
防
守
に
あ
た
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
と
思
わ
れ
る

。

宝
亀
十

一
年
八
月
、
秋
田
城
を
停
廃
す
る
と
い
う
う
ゎ
さ
か
ら
城
下
の
狄
・
俘
囚
ら
の
間
に
動
揺
が
ひ
ろ
が
っ
た

。
彼
ら
は

「己
等

拠
-
r

憑
官
威
一
、
久
居
一一
城
下
一
。
今
此
秋
田
城

、
遂
永
所
レ

棄
敷
、
為
レ

番
依
レ

旧
還
保
乎

」と
、
そ
の
真
偽
を
問
い
た
だ
し
た
の
に
対
し
て

、

政
府
は

「夫
秋
田
城
者

、
前
代
将
相
僉
議
所
レ

建
也
。
禦
レ

敵
保
レ

民
、
久
経
一歳
序
一
。
一
旦
挙
而
棄
-
，之
、
甚
非
一
善
計
一
也
。
宜
・且
通
一一

多
小
軍
士
一
、
為
p

之
鎮
守

」。
勿
レ

令
レ
，m-
一一
彼
帰
服
之
情
一
。
仍
即
差
二

使
若
国
司

一
人
一
、
以
為
一一専
当
一
。:
:
:
但
以

、
宝
亀
之
初

、
国
司

言

、
秋
田
難
レ

保

、
河
辺
易
レ

治
者

。
当
時
之
議

、
依
レ

治
一
河
辺
一
。
然
今
積
以
一
歳
月
一
、
尚
未
一
移
徙
一
。
以
レ

此
言
レ

之
、
百
姓
重
レ

遷
明

矣
。
宜
f

存
一
此
情
一
、
歴
=l
問
狄
俘
并
百
姓
等
一
、
具
言
申

彼
此
利
害
上

」
と
指
示
し
た
〔

『
続
紀
』

同
年
八
月
乙
卯
条
〕

。
こ
の
記
事
に
は

、

城
柵
と
そ
の
管
轄
下
の
民
と
の
関
係
に
っ
い
て
注
目
す
べ
き
記
述
が
い
く
っ
か
み
ら
れ
る

。
ま
ず
城
下
の
住
民
に
と
っ
て
城
細
の
遷
移

が
き
ゎ
め
て
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る

。
狄
俘
ら
は
そ
の

「官
威

」
を
頼
み
と
し
て
い
た
が

、
そ
れ
は

『
続
紀
』

天
平
宝
字

二
年
六
月
辛
亥
条
に

「帰
降
夷
俘
-
:
・
或
去
一T離
本
土
一
、
帰
=-

慕
皇
化
一
、
或
身
渉
一一
戦
場
一
、
与
レ

賊
結
レ

怨

」と
あ
る
ょ
う
に

、
彼
ら
は

俘
軍
と
し
て
政
府
軍
に
加
わ
っ
て
い
た
た
め
未
服
の
蝦
夷
と
は
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
庇
護
者
を
う
し
な
う
こ
と
は
即
死
活



問
題
で
あ
っ
た

。
ま
た
百
姓
が
秋
田
城
の
停
廃
を
嫌
つ

て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
ょ
う
に

、
移
民
系
の
住
民
に
と
っ
て
も
城
棚
の
存
廃

は
き
ゎ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が

、
そ
れ
は
秋
田
城
が
久
し
く

「敵
を
禦
ぎ
民
を
保

」つ
て
き
た
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う

に

、
平
時
に
は
未
服
の
蝦
夷
の
脅
威
か
ら
彼
ら
を
守
つ

て
く
れ
る
も
の
で
あ
り

、
ま
た
既
述
の
よ
う
に
戦
時
に
は
城
細
に
た
て
こ
も
っ

て
難
を
逃
れ
た
の
で
あ
る

。
第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は

、
政
府
に
と
っ
て
も
城
細
の
遷
移
に
は
配
下
の
住
民
の
一資
同
・
協
力
を
得
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る

。
政
府
は

、
長
年
敵
の
攻
撃
を
防
い
で
多
く
の
配
下
の
住
民
を
擁
し
て
き
た
秋
田
城
を
停
廃
す
る

の
は
得
策
で
な
い
と
い
う
判
断
か
ら

、
専
当
官
と
軍
士
を
城
に
派
通
し
て
鎮
守
す
る
よ
う
命
じ
る
と
と
も
に
狄
俘
ら
の
帰
服
の
心
情
を

そ
こ
な
わ
な
い
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
が

、
こ
れ
な
ど
は
帰
服
の
狄
俘
の
存
在
が
城
細
の
維
持
に
不
可
欠
な
こ
と
を
如
実
に
物
語
つ

て

お
り

、
彼
ら
が
離
反
し
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
は
ら
っ

て
い
る
の
で
あ
る

。
さ
ら
に

注
日
す
べ
き
は

、
政
府
み
ず
か
ら
秋
田
城
か

ら
河
辺
府
へ
の
遷
移
が
い
ま
だ
に
実
現
さ
れ
な
い
の
は
百
姓
が
そ
れ
を
嫌
つ

て
い
る
た
め
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で

、
城
細
の
遷
移
に
は

そ
の
配
下
の
住
民
の
承
認
な
い
し
追
従
が
不
可
欠
の
条
件
と
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

こ
の
よ
う
に

、
城
柵
に
は
蝦
夷
支
配
の
た
め
の
人
的
・
物
的
基
盤
と
し
て
多
数
の
移
民
系
・
蝦
夷
系
住
民
が
付
属
し
て
い
た
が

、
そ

れ
ゆ
え
に
律
令
国
家
の
蝦
夷
支
配
は
彼
ら
の
動
向
に
制
約
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
た

。
城
下
の
住
民
に
種
々
の

優
遇
措
置
を
講
じ
て
彼
ら
を
近
夷
郡
に
っ
な
ぎ
と
め
て
お
こ
う
と
し
た
所
以
で
あ
る

。
一
方
、
近
夷
郡
の
住
民
は
た
え
ず
未
服
の
蝦
夷

脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
た
め

、
城
細
に
よ
る
庇
護
を
必
要
と
し
て
い
た

。
彼
ら
は

一
般
の
令
制
郡
の
住
民
に
く
ら
ぺ
て
は
る
か
に
苛

酷
な
状
況
の
も
と
で
城
細
の
支
配
下
に
お
か
れ

、
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
と
は
い
え

、
兵
役
や
労
役
を
負
担
し

、
正
税
出
挙
に
も
応
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り

、
移
配
さ
れ
た
浮
浪
人
が
大
量
に
逃
亡
し
た
こ
と
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

、
城
細
と
そ
の

近
夷
郡
と
城
細
支
配

五
九



近
夷
郡
と
城
概
支
配

六
〇

支
配
下
の
住
民
の
間
に

、
支
配
=
被
支
配
の
関
係
に
由
来
す
る
対
立
・
矛
盾
が
存
在
し
た
こ
と
は
む
ろ
ん
で
あ
り
、
ま
た
移
民
系
と
蝦

一10
-

夷
系
の
住
民
相
互
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
確
執
が
あ
'

っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
が

、
そ
れ
と
と
も
に
城
柵
と
城
下
の
住
民
の
一
体
的
な

一
11
-

関
係
を
十
分
に
認
識
す
る
こ
と
が

、
城
柵
支
配
の
特
質
を
究
明
す
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る

。

古
代
の
城
柵
が
、
こ
の
よ
う
に

一
貫
し
て

、
蝦
夷
支
配
の
た
め
の
人
的
・
物
的
資
源
を
一
定
程
度
付
属
し
た
自
律
的
な
組
織
と
し
て

存
在
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か

。
ま
ず
当
時
の
兵
員
や
軍
根
の
輸
送
手
段
の
発
展
程
度
か
ら
い
っ
て

、
兵
員
や
軍
根
は
で
き
る
だ
け

現
地
に
近
い
と
こ
ろ
で
調
達
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
い
と

、
平
時
は
と
も
か
く
と
し
て

、
非
常
時
に
は
事
態
に
十
分
に
対
処
で
き

な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ょ
う

。第
一
節
で
取
り
上
げ
た
天
平
九
年
の
陸
奥
出
羽
連
絡
路
の
記
事
で
、
大
野
東
人
は

、賊

地
に
入
つ

て
城
郭
を
築
く
の
は

、
そ
こ
に
民
を
居
住
さ
せ
て
耕
種
し

、
運
根
の
労
力
を
省
く
た
め
だ
と
い
っ
て
い
る
し

、
ま
た
前
記
の

よ
う
に

、
戦
時
に
は
近
夷
郡
の
住
民
は
城
柵
に
た
て
こ
も
っ
て

、
正
規
軍
と
と
も
に
城
細
の
防
守
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る

。
こ
れ
が
城

細
の
管
轄
下
の
近
夷
郡
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
民
を
集
住
さ
せ

、
彼
ら
の
住
む
近
夷
郡
を
城
粉
支
配
の
重
要
な
基
盤
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
で
あ
ろ
う

。
ま
た
鎮
兵
制
度
が
破
綻
し
て
い
く
過
程
に
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

、
兵
士
の
食
-lf-
を
国

家
が
支
給
す
る
専
業
兵
士
制
は

、
国
家
な
い
し
そ
れ
を
負
担
す
る
人
び
と
に
と
っ

て
た
い
へ
ん
な
重
荷
で
あ
っ

て

、
蝦
夷
支
配
の
た
め

の
兵
力
を
専
業
兵
士
の
み
に
す
る
こ
と
は

、
当
時
の
生
産
力
の
水
準
か
ら
い
っ
て
不
可
能
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い

。
こ
れ
が

、
兵
役

に
な
い
平
時
に
は
農
耕
に
従
事
し

、
兵
役
に
あ
る
と
き
も
一
回
十
日
程
度
の
城
棚
へ
の
上
番
を
年
間
数
回
行
な
え
ば
ょ
い
軍
団
兵
士
制

が

、
陸
奥
・
出
羽
で
存
続
し
っ
づ
け
た
理
由
で
あ
り

、
城
棚
が
そ
の
周
囲
に
多
数
の
公
民
を
軍
団
兵
の
供
給
源
あ
る
い
は
非
常
時
へ
の

備
え
と
し
て
付
属
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で
も
あ
っ
た
ろ
う

。
要
す
る
に

、
城
棚
が
蝦
夷
支
配
の
た
め
の
自
律
的



な
組
織
と
し
て
存
在
し
た
の
は

、
当
時
の
農
業
生
産
力
の
水
準
や
兵
員
・
物
資
の
輸
送
形
態
に
制
約
さ
れ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る

。

注
（1
）
板
橋
源

「册
戸
考

」
（『
岩
手
大
学
学
芸
学
部
研
究
年
報

」二

一
九
五
一
）、
高
橋
富
雄

「東
北
古
代
史
上
の
概
戸
と
鎮
兵

」
（「日
本
歴
史

」九
〇

一

九
五
五
）
な
ど
。

．

（2
）
虎
尾
俊
哉

「律
令
国
家
と
蝦
夷
』
〈

若
い
世
代
と
語
る
日
本
の
歴
史
一
〇
〉

（評
論
社

一
九
七
五

）一
四
六
頁
。
な
ぉ
平
川
南
氏
も

、
蝦
夷
政
策
積
極

化
の
画
期
と
し
て
仲
麻
呂
政
権
下
の
天
平
宝
字
年
間
を
重
視
し
て
い
る
〔

同
氏

「律
令
制
下
の
多
賀
城

」
（「多
賀
城
跡
政
庁
跡
本
文
編

」
宮
城
県
教
育
委

員
会
・
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

一
九
八
二

）。
し
か
し
第

一
節
で
取
り
上
げ
た
天
平
九
年
の
多
賀
城
1
出
羽
概
間
の
直
路
開
設
計
画
で
は

、
当

初
か
ら
男
勝
村
を
征
し
て
城
冊
を
設
置
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
こ
の
雄
勝
地
方
へ
の
城
概
の
造
営
が
、
天
平
五
（七
三
三
）年
の
出
羽

册
の
秋
田
村
高
満
水
岡
へ
の
一m-
-一置
と
一
速
の
政
策
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば

、
蝦
夷
政
策
の
一横
極
化
は
む
し
ろ
天
平
期
に
は
じ
ま
る
と

み
る
べ
き
で
あ
っ
て

、仲
麻
呂
政
権
は
そ
れ
を
継
承
し
て
さ
ら
に
推
進
し
た
と
い
う
評
価
に

と
ど
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う

。と
す
れ
ば
こ
の
蝦
夷
政
策
の
転

換
は

、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
天
平
年
間
に
お
け
る
行
基
に
対
す
る
政
策
や
土
地
政
策
・
浮
浪
人
対
策
の
転
換
な
ど
の
、
律
令
国
家
の
体
制
的
な
転
換

を
意
味
す
る

一
連
の
基
盤
拡
大
策
〔

吉
田
孝

「律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』

（岩
波
書
店

一
九
八
三
）
序
・
Vm
章
〕

の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る

。

（3
）
拙
稿

、
前
掲

「黑
川
以
北
十
郡
の
成
立

」。

（4
）
た
と
え
ば
「続
紀

」天
平
宝
字
二
年
六
月
辛
亥
条
に
は

、
「陸
奥
国
言

、
去
年
八
月
以
来
、
帰
降
夷
俘

、
男
女
惣
一
千
六
百
九
十
余
人
。
或
去
=-

離
本
土
一
、

帰
-
r

慕
皇
化
一
、
或
身
渉
一一
戦
場
一
、
与
レ

賊
結
レ

怨
。
惣
是
新
来

、
良
未
一一
安
堵
一
。
亦
夷
性
狼
心

、
猶
豫
多
レ

疑
。
望
請

、
准
一
天
平
十
年
固
七
月
十
四
日
勅
一
、

ft
-

給
極
子
一
、
令
レ

得
レ

個
レ

田

、
永
為
一一
王
民
一
、
以
宛
一
辺
軍
一
。
許
レ

之

」と
あ
っ
て

、
す
で
に
天
平
年
間
に
本
一一一3一の
地
を
捨
て
て
律
令
国
家
の
領
域
内
に

帰
降
し
て
く
る
夷
俘
が
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が

、
こ
れ
は
当
時
に
お
い
て
も
蝦
夷
と
境
を
接
す
る
地
域
が
必
ず
し
も
平
穩
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う

。

近
夷
郡
と
城
概
支
配

六



近
夷
郡
と
城
概
支
配

六

（5
）
な
お
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

、
天
平
宝
字
年
間
を
境
に
し
て

、
城
概
の
呼
称
が

「-
紛

」か
ら

「-
城

」へ
と
変
化
す
る
と
い
う
傾
向

が
見
ら
れ
る
が

、こ
れ
は
ま
さ
し
く
如
上
の
粉
戸
の
変
質
時
期
に
あ
た
っ
て
お
り

、両
者
は
密
接
に
関
連
す
る
現
象
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

。す
な
わ
ち
冊

戸
と
い
う
こ
と
ば
の
使
用
が
犯
罪
人
に
局
限
さ
れ
て
い
〈
こ
と
に

と
も
な
い

、
そ
の
管
轄
機
関
と
し
て
の
城
-llf
へ
の

「概
」と
い
う
字
の
使
用
も
忌
避
さ

れ
る
よ
う
に
な
り

、
し
だ
い
に

「城
」
に
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る

。

（6
）
拙
稿

、
前
掲

「黒
川
以
北
十
郡
の
成
立

」。

（7
）
最
近
で
は

、
平
川
南

「俘
囚
と
夷
俘

」（青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編

「日
本
古
代
の
政
治
と
文
化

」
所
収

吉
川
弘
文
館

一
九
八

七
）
が
従
来

の
研
究
を
批
判
的
に

総
括
し

、
独
自
の
見
解
を
う
ち
だ
し
て
お
り

、
ま
た
そ
の
後
の
研
究
と
し
て
古
垣
玲

「蝦
夷
・
俘
囚
と
夷
俘

」（「川
内
古
代
史
論
集

」

四

一
九
八
八

）
が
あ
る

。

（8
）
甲
斐
国
浅
間
神
社
の
宮
司
で
あ
る
古
屋
家
所
蔵
の
「古
屋
家
家
譜

」は
、奈
良
時
代
末
に
は
そ
の
原
形
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
系
図
で
あ
る
が
（溝

ロ
睦
子

「古
代
氏
族
の
系
譜

」
吉
川
弘
文
館

一
九
八

七
）、
そ
の
大
伴
乎
-a

-

-

一一一f命
の
諾
文
に
は

「従
一一
日
本
武
尊
東
征
之
軍
一
、
駐
一一
陸
奥
国
小
田
郡
島

田
邑
一
、一
額
二

東
夷
一焉
」と
あ
っ
て

、
奈
良
時
代
に
ャ
マ
ト
タ
ケ

ル

の
東
征
軍
が
小
田
郡
の

:

鴨
田
村
に
進
駐
し
た
と
す
る
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る

。同
系
図
に
は
大
伴
部
直
な
る
人
物
は
見
え
な
い
が
、彼
が
小
田
郡
嶋
田
村
に
来
て
居
住
し
た
と
い
う
伝
承
を
有
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

、彼
も

乎
多

一一一一一命
の
ご
と
く
ャ
マ
ト
タ
ケ

ル

の
東
征
に
し
た
が
っ
て
小
田
郡
に
来
住
し
た
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

。

（9
）
夷
俘
・
田
夷
が
社
会
的
に
差
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
は

、
伊
治
公
呰
麻
呂
が
牡
鹿
郡
大
領
道
嶋
大
幅
に

、
い
っ
も
夷
俘
と
い
う
こ
と

で
凌
一時
を
受
け
て
い
た
と
い
う
例
や
〔

「続
紀

」宝
亀
十
一
年
三
月
丁
亥
条
〕

、
遠
田
郡
大
領
遠
田
公
押
人
ら
が

、
永
く
子
孫
に
恥
を
残
す
こ
と
に
な
る
か

ら
と
田
夷
の
姓
を
嫌
つ

て
遠
田
臣
と
改
姓
さ
れ
た
例
な
ど
が
著
名
で
あ
る
が
〔

同
一…一一一一---延
暦
九
年
五
月
庚
午
条
〕

、
ほ
か
に
も
官
司
や
百
姓
が
帰
降
の
夷
俘

の
姓
名
を
呼
ば
ず
に
た
だ

「夷
俘

」
と
呼
び

、
夷
俘
た
ち
が
こ
れ
を
恥
序
と
し
て
い
る
と
い
う
の
で

、
禁
止
し
て
い
る
例
も
あ
り
〔

「後
紀

」
弘
仁
五
年

十
二
月
己
卯
朔
条
〕

、
彼
ら
に
対
す
る
差
別
意
識
が
官
人
層
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
公
民
層
に
も
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。
こ
の
最
後

の
事
例
な
ど
か
ら
み
て

、
近
夷
郡
に
居
住
し
て
い
た

「俘
囚

」
が
同
地
域
の
移
民
系
の
住
民
か
ら
差
別
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う

。

（10
）
蝦
夷
系
住
民
が
差
別
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
前
注
で
述
べ
た
が

、
「三
代
実
録
」
元
慶
四

（八
八
〇
）
年
二
月
二
十
五
日
己
酉
条
に
は

「先
・
是
出
羽
国

言

、
管
諸
郡
中
山
北

、
雄
勝
・
平
鹿
・
山
本
三
郡

、
遠
去
一一
国
府
一
、
近
接
一一賊
地
一
。
昔
時
叛
夷
之
種

、
与
レ

民
雜
居

、
動
乗
一一
間
隙
一
、
成
一一腹
心
病
一
。
頃



年

、
頻
;ia
一一不
登
一
、
憂
在
一一
荒
一飢
一
。

。
望
請

、
復
一一調
--tf
二
年
一
、
将
レ

休
一一
弊
民
一
。
至
レ

是

、
勅
復
一一
一
年
一
。
又
不
動
段
六
千

二
百
九
石
七
斗
給
一一
三
郡
狄
俘
八
百
三
人
一
」と
あ
っ
て

、
移
民
系
と
蝦
夷
系
の
住
民
が
雑
居
し
て
い
た
近
夷
郡
で
は

、
相
互
に
対
立
感
情
が
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。

（11
）
文
献
に
は
し
ば
し
ば

「城
下

」と
い
う
語
が
見
受
け
ら
れ
る
が

、
こ
れ
は
た
と
え
ば

、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
伊
治
公
呰
麻
昌
が
反
乱
を
起
こ
し
た

と
き
に

、
多
賀
城
で
は

「城
下

」の
百
姓
が
競
つ

て
城
中
に
入
り

、
城
を
守
ろ
う
と
し
た
と
い
う
し
〔

「続
紀

」
宝
亀
十

一
年
三
月
丁
亥
条
〕

、
ま
た
同
年

に
秋
田
城
の
停
廃
間
題
が
起
こ
っ
た
と
き
に

、
官
威
を
頼
み
に
久
年

「城
下

」に
居
住
し
て
き
た
狄
志
良
須
・
俘
囚
宇
奈
古
ら
が
そ
れ
を
心
配
し
て

、
そ

の
真
偽
を
出
羽
国
に
間
い
た
だ
し
て
い
る
よ
う
に
〔

「続
紀
」
同
年
八
月
乙
卯
条
〕

、
こ
の

「城
下

」
と
い
う
語
は
城
-la-
の
管
轄
の
お
よ
ぶ
範
囲
を
意
味
す

る
と
同
時
に

、
城
概
と
そ
の
配
下
の
住
民
の
一
体
性
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る

。

四

近
夷
郡
の
構
造
と
機
能

″
は
じ
め
に
″で
述
べ
た
ょ
う
に

、
近
夷
郡
は
通
常
の
令
制
郡
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
い
く
っ
か
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
と
し

て
あ
げ
ら
れ
る
の
は

、黒
川
以
北
十
郡
に
顕
著
な
形
で
見
ら
れ
る
よ
う
に

、き
ゎ
め
て
微
小
な
郡
に
細
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

。『
和

名
抄
』

に
よ
れ
ば

、
別
表
に
掲
げ
た
ご
と
く

、
黒
川
以
北
十
郡
は

、
延
暦
十
八
年
に
併
合
し
た
分
も
含
め
て
二
-
五
郷

、
平
均
三
・
一

郷
と
い
う
小
規
模
な
郡
か
ら
な
っ

て
お
り

、
こ
れ
は
薩
摩
国
の
隼
人
十

一
郡
が
平
均
二
・
四
郷
で
あ
る
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
他
に
は
ほ

と
ん
ど
例
を
見
な
い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

。
し
か
も
こ
れ
ら
の
郡
は

、
個
々
ば
ら
ば
ら
に
存
在
し
た
の
で
は
な
く

、
「続
紀
』

宝
亀
元

（七
七
〇
）
年
四
月
癸
已
一期
条
に

「黒
川
・
賀
美
等
一
十
郡

」
と
あ
り
、
同
書
延
暦
八

（七
八
九
）
年
八
月
己
亥
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
レ

賊
接
．-一一
居

、
不
レ

可
一
同
等
一
。
故
特
延
一一
復

年
一
」と
み
え
て
い
る
よ
う
に

、
一
体
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

。
本
節
で
は
近
夷
郡
の
構
造
と
機
能
を
検
討
し
な
が
ら

、
近
夷

近
夷
郡
と
城
概
支
配
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主な近夷郡の 「和名抄」 所載郷数一覧 ( 余 戸 郷・駅家郷を含む)

郡 名 郷 数 備 考

黑 川 郡

賀 美 郡

色 麻 郡

玉 造 郡

志 太 郡

長 岡 郡

新 田 郡

小 田 郡

牡 鹿 郡

3

3

4

4

3

2

4

5

3

里

川

以

北

十

郡

延暦l8年富田郡を併合

慶雲4年初見(信太郎)

延暦18年讀馬郡を併合

延暦18年登米郡を併合

他

の

陸

奥

国

桃 生 郡

栗 原 郡

磐 井 郡

江 刺 郡

胆 沢 郡

4

4

7 ( 6 カ )

4

7

宝亀2年初見

神護最雲3年建置か

「延喜式」 初見

承和8年初見

延暦23年初見

出

羽

国

雄 勝 郡

平 鹿 郡

山 本 郡

4

3

5

天平宝字3年建置

//

貞観12年初見

注: 黑川以北十郡が神亀元年ごろにいっせいに成立したと考え

ら れ る こ と は ,  別稿で述べた。栗原郡の建置記事は「続紀」
神護景雲元年11月乙已条にあるが,同3年6月乙已条の錯

簡と考えられている。 雄勝郡は天平5年12月条にも「於雄
勝村建郡」と見えるが. これは恐らく蝦夷郡の建置であっ

て, それが雄勝城築城後に近夷郡として再置されたのであ

ろ う 。

近
夷
郡
と
城
概
支
配
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郡
が
こ
の
よ
う
な
特
異
な
あ
り
方
を
示
し
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
を

、
と
く
に
城
棚
の
蝦
夷
支
配
の
あ
り
方
と
関
連
づ
け
な
が
ら

考
え
て
み
た
い

。

近
夷
郡
に
は

、
前
節
で
み
た
よ
う
に
蝦
夷
系
の
住
民
も
多
数
い
た
が

、
そ
の
郡
司
は
移
民
系
の
住
民
か
ら
任
用
さ
れ
る
こ
と
が
原
則

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
実
例
を
あ
げ
る
と

、
黒
川
郡
で
は

『
続
後
紀
』

承
和
八

（八
四

一
）
年
三
月
癸
西
条
と
同
十
年
十

一
月
己

一1
）

亥
条
に
靭
伴
連
黒
成
が
大
領
と
し
て
見
え

、
色
麻
郡
で
は

『
続
後
紀
』

承
和
十
五

（八
四
八

）
年
五
月
辛
未
条
で
少
領
陸
奥
臣
千
継
ら

八
烟
が
阿
倍
陸
奥
臣
の
姓
を
賜
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
小
田
郡
で
は

『
続
紀
』

延
暦
四

（七
八
五
）
年
二
月
壬
中
条
に
丸
子
部
勝
麻
呂

が
大
領
と
あ
り

、一
牡
鹿
郡
で
は
同
書
宝
亀
十

一
（七
八
〇

）
年
三
月
丁
亥
条
の
伊
治
公

:

管
麻
呂
の
乱
の
記
事
に
道
嶋
大
楯
が
大
領
と
し

て
み

え
る

。
こ
れ
ら
四
郡
の
郡
領
は

、
そ
の
姓
か
ら
み
て
す
べ
て
移
民
系
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
が

、
『
三
代
格
』
弘
仁

五
年
三
月
二
十
九
日
官
符
所
引
の
天
平
七

（七
三
五

）
年
五
月
二
十
一
日
格
に
よ
れ
ば

、
「陸
奥
之
近
夷
郡

」1
こ
の
時
点
で
黒
川
以
北

十
郡
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
I
は
神
郡
な
ど
と
と
も
に

、
先
例
に
な
ら
っ
て
郡
司
に
お
け
る
同
姓
の
連
任
が
許
さ
れ
て
い
て

、
同
一
の

任
用
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
近
夷
郡
す
な
わ
ち
黒
川
以
北
十
郡
に
お
い
て
は

、
す
べ
て
移
民
系
の
住
民
か
ら

郡
司
が
任
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。
さ
ら
に
近
夷
郡
で
は
郷
長

（里
長

）
や
軍
毅
も

、
同
様
に
移
民
系
の
住
民

か
ら
選
任
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
史
料
が
あ
る

。

こ
の
よ
う
に
近
夷
郡
に
お
い
て
は
郡
郷
制
・
軍
団
制
の
支
配
機
構
は
す
ぺ
て
移
民
系
の
住
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
が

、こ
の
よ
う
な
人
的
構
成
に
よ
っ
て
同
地
域
に
居
住
す
る
多
数
の
蝦
夷
系
住
民
を
も
支
配
し
え
た
か
は
疑
問
で
あ
る

。

周
知
の
よ
う
に
郡
郷
制
の
支
配
機
構
は

、
在
地
の
譜
第
家
か
ら
選
任
さ
れ
た
郡
領
を
中
心
と
し
て
一
般
民
戸
を
人
格
的
に

支
配
す
る
と

近
夷
郡
と
城
棚
支
配

六
五



近
夷
郡
と
城
概
支
配

六
六

こ
ろ
に
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
も
の
で

、近
夷
郡
で
は

一
般
民
戸
が
東
国
各
地
か
ら
の
移
民
を
主
体
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う

、他

地
域
に
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
事
情
が
あ
る
と
は
い
え

、
十
分
に
同
化
し
て
い
な
い

、
性
格
を
著
し
く
異
に
す
る
蝦
夷
系
住
民
を
そ
の
よ

う
な
支
配
機
構
に
よ
っ
て
人
格
的
に
隷
属
さ
せ

、
安
定
的
に
支
配
し
え
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い

。
む
し
ろ

『
類
聚
国
史
』

延

暦
十
九
（八
〇
〇
）年
五
月
戊
午
条
の

「陸
奥
国
言

、
帰
降
夷
俘

、
各
集
一一城
塞
一
、
朝
参
相
続

、
出
入
寔
繁

」〔
巻
一
九
〇

風
俗
部

俘

囚
〕

と
い
う
記
事
か
ら
み
て

、
近
夷
郡
の
蝦
夷
系
住
民
は

、
律
令
国
家
の
領
域
外
の
服
属
し
た
蝦
夷
と
と
も
に
城
粉
の
管
轄
下
に

あ
っ

た
と
み
ら
れ

、
城
紐
に
派
通
さ
れ
て
き
た
国
司
の
も
と
で
一

饗
給
を
受
け
る
な
ど
し
て

、
そ
の
支
配
に
服
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。要

す
る
に

、
近
夷
郡
で
は
城
紐
-
郡
1
郷

（里
）
-
移
民
系
住
民
と

、
城
棚
I
蝦
夷
系
住
民
と
い
う
二
つ
の
系
列
の
支
配
機
構
が
併

存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が

、
こ
れ
は
移
民
系
住
民
と
蝦
夷
系
住
民
と
で
は

、
同
じ
地
域
に
居
住
し
な
が
ら
そ
の
存
在
形

態
・
性
格
が
あ
ま
り
に
も
異
な
っ
て
お
り
、
単

一
の
機
構
で

一
元
的
な
支
配
を
ぉ
こ
な
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

（3
）

な
い

。
別
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に

、
移
民
系
住
民
は
身
分
的
に
は
百
姓
で
あ
り

、
そ
の
支
配
方
式
も

、
近
夷
郡
へ
の
移
住
を
促
進
す
る

（
4
）

た
め
に

、
期
間
を
限
定
し
て
給
復
な
ど
の
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
が

、
基
本
的
に
は

一
般
の
公
民
と
同
じ
で

、
口
分
田
を
班
給
さ
れ

る
か
わ
り
に
租
調
腐
な
ど
の
租
税
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
正
税
出
挙
を
受
け

、
兵
役
に
し
た
が
う
義
務
が
あ
っ
た
点

で
も
同
様
で
あ
る

。
と
は
い
っ
・

て
も
、
蝦
夷
と
境
を
接
し
て
い
る
と
い
う
特
殊
事
情
か
ら

、
兵
役
は
他
地
域
よ
り
も
重
か
っ
た
と
思
わ

れ

、
状
況
し
だ
い
で
は
兵
役
に
な
い
と
き
で
も
城
概
の
防
守
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
臨
時
に
城
粉
の
造
営
や
修
理

に
動
員
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

。
ま
た
っ
ね
に
未
服
の
蝦
夷
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
大
き
な
負
担
に



な
っ
た
に
違
い
な
い

。
近
夷
郡
の
移
民
系
住
民
の
負
担
が

、
種
々
の
優
遇
措
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
質
的
に
は

一
般
の
公
民
よ
り
過
重

で

、
苛
酷
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は

、
八
世
紀
後
半
に
至
つ

て
そ
れ
ま
で
の
国
家
主
導
型
の
棚
戸
政
策
が
東
国
の
民
衆
の
抵
抗

に
あ
っ
て
破
綻
し

、
優
遇
措
置
を
い
っ

そ
う
拡
大
し
て
移
住
希
望
者
を
募
る
と
い
う
方
式
に
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

が

、
何
よ
り
も
雄
弁
に
物
語
つ

て
い
る
と
い
え
ょ
う

。
一
方

、
近
夷
郡
の
蝦
夷
系
住
民
は

、
近
夷
郡
へ
の
定
着
を
は
か
る
た
め
種
子
や

禄
が
支
給
さ
れ
た
が

、
律
令
的
な
租
税
は
賦
課
さ
れ
ず

、
か
わ
り
に

俘
軍
や
城
棚
の
造
営
・
修
理
に
と
も
な
う
臨
時
の
労
役
な
ど
の
非

律
令
的
な
負
担
が
あ
っ
一u

。
こ
の
よ
う
に
近
夷
郡
で
は

、
そ
の
二
つ
の
支
配
系
列
に
対
応
す
る
形
で

、
移
民
系
の
住
民
と
蝦
夷
系
の
住

民
に
対
し
て

、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
支
配
方
式
が
取
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

な
ぉ
遠
田
郡
や
上
治
郡
は

、
ぃ
ず
れ
も
近
夷
郡
に
隣
接
し
た
郡
で
あ
る
が

、
近
夷
郡
と
ち
が
っ

て
蝦
夷
が
郡
領
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る

。
遠
田
郡
で
は

『
続
紀
』

天
平
九

（七
三
七
）
年
四
月
戊
午
条
に

「田
夷
遠
田
郡
領
外
従
七
位
上
遠
田
君
雄
人

」
と
あ

り

、
延
暦
九
（七
九
〇

）年
五
月
庚
午
条
に

「遠
田
郡
領
外
正
八
位
上
動
、
八
等
遠
田
公
押
人
歡
云

、:
:
:
猶
未
レ

免
一
田
夷
之
姓
一
、
永
胎

子
孫
之
恥
一
」と
見
え
て
い
て

、
代
々

「田
夷

」
の
遠
田
君

（公
）
一
族
が
郡
領
を
世
襲
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
し

、
上
治
郡
で
も

「夷
俘
之
種

」
の
伊
治
公
呰
麻
呂
が
大
領
で
あ
っ
た
〔

宝
亀
十

一
年
三
月
丁
亥
条
〕

。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
郡
は

、
服
属
し
た
蝦
夷
集
団

を
単
位
と
し
て
編
成
さ
れ
た
郡
と
考
え
ら
れ

、
郡
領
に
は
集
団
の
族
長
が
そ
の
ま
ま
任
用
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る

。
さ
き
に
も
引

用
し
た
よ
う
に

、
延
暦
八

（八
七
九
）
年
八
月
に
黒
川
以
北
十
郡
の
復
年
が
延
期
さ
れ
て
い
る
が

、
こ
こ
に
は
当
時
存
在
し
た
は
ず
の

遠
田
郡
が
見
え
ず

、
給
復
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

。
こ
の
こ
と
は
遠
田
郡
が
隣
接
し
た
黒
川
以
北
十
郡
と
異
な
っ
た
支
配
方
式
・
負

担
体
系
を
と
っ
て
い
た

、
言
い
換
え
れ
ば

、
遠
田
郡
で
は
律
令
的
な
調
庸
の
収
取
が
ぉ
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と

近
夷
郡
と
城
概
支
配

六
七
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六
八

一6
）

解
さ
れ
る

。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
遠
田
郡
や
上
治
郡
は
服
属
し
た
蝦
夷
集
団
を
主
体
と
し
て
編
成
さ
れ
た
郡
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

、
そ

一
7
-

の
住
民
の
大
部
分
が
蝦
夷
系
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
て

、
調
腐
制
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

。
こ

の
よ
う
に

近
夷
郡
に
隣
接
し
た
蝦
夷
郡
で
は

、
郡
領
が
蝦
夷
系
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
支
配
方
式
も
通
常
の
令
制
郡
と
異
な
っ

て
調
腐
制
は
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず

、
賦
課
と
し
て
は

、
伊
治
公
呰
麻
呂
の
例
な
ど
か
ら
み
て
、
俘
軍
な
ど
の
、
蝦
夷
支
配
に
関
わ
る
軍

事
的
な
負
担
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る

。

っ
ぎ
に
城
棚
の
蝦
夷
支
配
と
の
関
連
に
お
い
て

、
近
夷
郡
が
郡
固
有
の
機
能
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が

、
『
続
紀
』
延
暦
四

（七
八
五

）
年
四
月
辛
未
条
の
っ
ぎ
の
記
事
は

、
近
夷
郡
の
機
能
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
に
富
ん
で
い

る

。
名
取
以
南

一
十
四
郡

、
僻
在
一一
山
海
一
、
去
レ

塞
懸
遠

。
属
レ

有
一
徴
発
一
、
不
レ

会
二

機
急
一
。
由
レ

是
権
置
一
多
賀
・
階
上
二
郡
一
、
募
一T集

百
姓
一
、
足
二

人
兵
於
国
府
一
、
設
二

防
禦
於
東
西
一
。
誠
是
備
一一
預
不
虞
一
、
推
二

鋒
万
里
一
者
也
。
但
以

、
徒
有
一一
開
設
之
名
一
、
未
レ

任
一一

統
領
之
人
一
。
百
姓
顧
望
、
無
レ

所
レ

係
レ

心
。
望
請
、
建
為
一一真
郡
一
、
備
-
r

置
官
員
一
。
然
則
民
知
一一
統
摂
之
帰
一
、
賊
絶
二

窺
森
之
望
一
。

許
レ

之
。

，

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば

、
こ
れ
以
前
か
ら
名
取
以
南
の
十
四
郡
が
国
府
-1
多
賀
城
へ
の
兵
士

（当
国
兵
）
の
供
給
地
に
指
定
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
が

、そ
れ
で
は
国
府
か
ら
遠
く
隔
た
っ

て
い
て
機
急
の
場
合
に
間
に
合
わ
な
い
の
で

、さ
き
ご
ろ
多
賀
城
の
東
西
に
多
賀
・

し
な
か

，-

階
上
の
二
郡
を
か
り
に
置
い
て
（い
わ
ゆ
る
権
郡

）、
百
姓
を
募
集
し
て
国
府
に
人
兵
を
充
足
さ
せ
る
と
と
も
に

、
国
府
の
東
西
の
防
禦

と
し
て
万
が

一
に
そ
な
え
る
よ
う
に
し
た
が

、
開
設
の
名
ば
か
り
で
人
び
と
を
統
率
す
る
郡
司
が
任
命
さ
れ
ず

、
百
姓
も
依
拠
す
る
と



こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で

、
こ
こ
に
至
つ

て
二
郡
を
真
郡
と
し

、
郡
司
を
任
命
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る

。
こ
こ
に
見
え
る
多

l

8
）

賀
・
階
上
二
郡
は

、
上
文
の
内
容
よ
り
多
賀
城
の
束
西
に
隣
接
し
て
置
か
れ
た
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
本
来
の
意
味
で
の
近
夷
郡
と
は
い

い
が
た
い
が

、
城
概
の
設
置
さ
れ
た
地
域
に
移
民
を
主
体
に
し
て
建
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば

、
ひ
ろ
い
意
味
で
近
夷
郡
の

類
型
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る

。
こ
こ
で
郡
の
機
能
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は

、
ま
ず
特
定
の
郡
が
特
定
の
城
柵

へ
の
当
国
兵
の
供
給
地
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

。
こ
れ
は
い
わ
ば

、
城
册
設
置
地
域
の
郡
が
城
柵
の
蝦
夷
支
配
遂
行
の
た
め
の
人

一
9
-

的
・
物
的
資
源
の
供
給
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
兵
力
に
っ
い
て
法
制
化
し

、
陸
奥
一
国
規
模
に
拡
大
し
た
も
の
と
解
し
う
る
が

、
多
賀

城
の
場
合
は
そ
の
供
給
地
が
遠
隔
に
存
在
し
た
た
め

、
機
急
の
場
合
に
間
に
合
わ
な
ぃ
と
い
う
不
都
合
が
あ
っ
た

。
そ
こ
で
多
賀
・
階

上
二
郡
を
置
い
て
百
姓
を
こ
の
地
に
移
住
さ
せ

、
国
府
に
人
兵
を
充
足
さ
せ
る
と
と
も
に

、
国
府
の
東
西
の
防
禦
と
し
た
と
い
う
の
で

あ
る

。
こ
れ
は
両
郡
の
百
姓
の
中
か
ら
兵
士
を
徴
発
し
て
国
府
に
配
備
し
、
国
府
の
兵
力
を
強
化
す
る
と
い
う
こ
と
も
当
然
意
味
し
た

で
あ
ろ
う
が

、
該
記
事
に
は

「権
置
一
多
賀
・
階
上
二
郡
一
、
募
-
r

集
百
姓
一
、
足
一
人
兵
於
国
府
一
、
設
一一
防
禦
於
東
西
一
」と
あ
る
の
で

、
百

姓
を
多
賀
城
の
周
辺
に
集
住
さ
せ
る
こ
と
自
体
が
国
府
に
人
兵
を
充
足
さ
せ

、
機
急
の
際
の
備
え
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
解
さ

れ
る

。
同
様
の
通
念
は

、
近
夷
郡
へ
の
民
の
集
住
に
っ
い
て
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る

。
す
な
わ
ち

『
続
紀
』

神
護
景
雲
三

（七
六

九
）
年
正
月
己
亥
条
に
は

「募
一
比
国
三
丁
已
上
戸
二
百
烟
一
安
=-
置
城
郭
一
、
永
為
一
辺
成
一
。
其
安
堵
以
後

、
稍
省
一
鎮
兵
一
」と
あ
っ
て

、

隣
国
の
百
姓
の
戸
を
城
郭

（桃
生
城

）
の
管
轄
地
域
へ
移
住
さ
せ
る
こ
と
が

、
鎮
兵
に
匹
敵
す
る
兵
力
と
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
し
、
ま
た
宝
亀
七

（七
七
六

）
年
十
二
月
丁
酉
条
に

「募
-

陸
奥
国
諸
郡
百
姓
成
一
奥
郡
一
者
上

、
便
即
占
著

、
給
一一復
三
年
一
」と
あ
る
の

は

、
陸
奥
国
内
の
諸
郡
の
百
姓
か
ら
奥
郡

（=
近
夷
郡

）
を
防
守
す
る
も
の
を
募
集
し
て

、
復
三
年
と
い
う
優
遇
措
置
を
講
じ
て

、
奥

近
夷
郡
と
城
概
支
配

六
九



近
夷
郡
と
城
棚
支
配

七
〇

郡
に
定
着
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も

「諸
郡
百
姓
成
一一奥
郡
一
者

」
と
あ
る
ょ
う
に

、
近
夷
郡
へ
移
住
し
て
く
る
百
姓

が
も
っ
ば
ら
対
蝦
夷
兵
力
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る

。
さ
ら
に

『
三
代
格
』

大
同
五

（八
一
〇
）
年
二
月
二
十
三
日
官
符
所
引
の
藤
原

緒
嗣
の
奏
状
で
も

「此
国
地
広
人
稀

。
辺
寇
惟
防

、
不
レ

務
一一懐
集
一
、
何
備
一
非
常
一
」と
語
ら
れ
て
い
て

、
税
制
上
の
優
遇
措
置
な
ど
を

と
っ

て
人
び
と
を
集
住
さ
せ
る
こ
と
が
、や
は
り
辺
境
の
防
備
を
固
め
る
こ
と
に
直
結
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。こ

の
よ
う
な
考
え
は

、
前
節
で
み
た
よ
う
に

、
万
が

一
の
と
き
に
は
近
夷
郡
の
住
民
は
城
柵
に
た
て
こ
も
り
、
正
規
軍
と
と
も
に
城
棚
の

防
守
に

あ
た
る
と
い
う
慣
行
が
あ
っ
た
の
で

、
城
棚
周
辺
に
人
び
と
を
集
住
さ
せ
る
こ
と
が
現
実
に
城
棚
の
軍
事
的
基
盤
の
強
化
な
い

し
機
急
へ
の
備
え
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
注
日
さ
れ
る
の
は

、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
百

姓
の
移
住
と
郡
の
建
置
と
が
結
び
付
け
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

。
し
た
が
っ
て
近
夷
郡
の
重
要
な
機
能
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

は

、
他
地
域
か
ら
移
住
し
て
き
た
人
び
と
を

「統
領
之
人

」
た
る
郡
司
が
支
配
・
統
率
し
て
そ
の
郡
域
に
定
着
さ
せ

、
城
概
の
蝦
夷
支

配
の
た
め
の
軍
事
的
基
盤
を
強
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。

近
夷
郡
の
職
務
と
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
か
を
検
討
し
て
み
る
と

、
ま
ず
近
夷
郡
で
も
、
通
常
の
令
制
郡
と
同

様
に
配
下
の
住
民

（移
民
系

）
を
籍
帳
に
編
附
し
て
把
握
す
る

、
籍
帳
支
配
を
基
礎
と
し
て
い
た
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で

も
な
い
で
あ
ろ
う
が

、一「
後
紀
』
延
暦
二
十
三

（八
〇
四

）年
十
一
月
癸
已
条
で
は

、
秋
田
城
を
停
廃
し
て
か
わ
り
に

秋
田
郡
を
置
い
て

、

土
人
・
浪
人
を
問
わ
ず
編
附
さ
せ
た
と
あ
り

、
一
般
公
民
と
と
も
に
浮
浪
人
も
編
附
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。
ま
た

『
続
紀
』

延
暦

二

（七
八
三

）
年
六
月
丙
午
一期
条
で
は

、
さ
る
宝
亀
十

一
（八
七
〇
）
年
に
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
の
百
姓
が
賊
の
掠
奪
を
う
け

、
生
業
を

う
し
な
っ
て
ち
り
一ち
り
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で

、
郡
府
を
再
建
し
散
民
を
招
集
し
て
ロ
分
田
を
班
給
し
た
が

、
ま
だ
十
分
に
休
養
し



て
お
ら
ず
調
庸
を
進
上
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て

、
三
年
間
の
給
復
が
認
め
ら
れ
て
い
る

。
こ
こ
で
は

「郡
府

」
が
逃
散
し
た
住

民
の
招
集
を
お
こ
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く

、
口

分
田
の
班
給
・
租
調
腐
の
徴
収
、
あ
る
い
は
兵
乱
・
飢
一題
時
の
給
復
・
賑
給
な
ど

を
お
こ
な
う
主
体
と
も
な
っ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

、
興
味
深
い
。
ま
た
近
夷
郡
で
も
正
税
出
挙
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え

（10
）

ら
れ

、
そ
れ
が
軍
根
の
主
要
な
財
源
と
さ
れ
て
い
た
ょ
う
で
あ
る

。
城
細
の
造
営
・
修
理
に
関
し
て
は

、
軍
防
令
53
城
隆
条
に

「凡
城

値
一一崩
頽
者

、
役
一一兵
士
一
修
理
。
若
兵
士
少
者

、
聴
レ

役
一随
近
人
夫
一
」
と
あ
り

、
ま
た
同
65
縁
辺
諸
郡
人
居
条
に
も

「其
城
堡
崩
頽
者

、

（
ll
）

役
一一
当
処
居
戸
一
」
と
あ
っ
て
、
城
棚
は
法
制
的
に
は
兵
士
と
当
処
の
民
戸
に
よ
っ
て
修
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
実
例
を
み
る

と

、
『
続
紀
』

天
平
宝
字
三

（七
五
九
）
年
九
月
己
丑
条

一に
よ
れ
ば

、
軍
毅
・
鎮
兵
・
馬
子
ら
と
と
も
に
郡
司
が
桃
生
城
・
雄
勝
城
の
造

営
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が

、
こ
れ
は
郡
司
が
柵
戸
な
ど
の
一
般
公
民
を
徴
発
・
引
率
し
て
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
か

。
他
の
例
な
ど
も
参
考
に
す
る
と

、
城
棚
の
造
営
・
修
理
は

、
実
際
に
は
国
府
・
鎮
守
府
の
主
導
の
も
と
に

、
郡
司
・

軍
毅
が
城
下
の
住
民
・
兵
士
を
役
し
て

、
場
合
に
よ
っ
て
は
帰
降
の
蝦
夷
・
俘
囚
な
ど
も
動
員
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る

。
こ

の
よ
う
な
労
役
に
際
し
て
は

、
や
は
り
近
夷
郡
が
城
下
の
住
民

（移
民
系
）
の
差
発
の
主
体
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
元
慶
の

乱
の
勃
発
を
伝
え
る

『
三
代
実
録
』

元
慶
二

（八
七
八

）
年
三
月
二
十
九
日
乙
丑
条
に
は

「夷
俘
叛
乱

、
今
月
十
五
日
焼
一r損
秋
田
城
并

郡
院
屋
舎
・
城
辺
民
家
一
。
仍
且
以
一
鎮
兵
一
防
守
、
日
-一一一以一T発
諸
郡
軍
一

」と
あ
っ

て

、
諸
郡
に
緊
急
の
軍
の
徴
発
を
命
じ
て
い
る
の
で

、

郡
が
兵
士

（当
国
兵

）
の
徴
発
を
ぉ
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

、
し
た
が
っ

て
近
夷
郡
も
兵
士
徴
発
の
権
限
を
有
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る

。
な
ぉ

、
『
三
代
格
』
弘
仁
六

（八
一
五

）
年
八
月
二
十
三
日
官
符
に
よ
れ
ば

、
陸
奥
国
所
管
の
諸
郡
司
が
当
国
の
鎮
兵
の
停

廃
を
願
い
出
て
い
る
の
で

、
当
国
の
鎮
兵
の
徴
発
も
郡
が
お
こ
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

近
夷
郡
と
城
紐
支
配

七
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七

要
す
る
に
近
夷
郡
は

、
移
民
系
住
民
を
籍
帳
に
編
附
し
て
掌
握
す
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
口
分
田
の
班
給
や
租
税
の
徴
収

、
正
税

の
出
挙

、
給
復
・
賑
給

、
労
役
・
兵
役
の
徴
発
な
ど
を
ぉ
こ
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。
こ
の
よ
う
な
近
夷
郡
の
職
務
自

体
は
通
常
の
令
制
郡
と
大
差
な
い
と
思
わ
れ
る
が

、
重
要
な
の
は
こ
の
近
夷
郡
に
よ
る
移
民
系
住
民
の
支
配
が

、
城
紐
に
よ
る
蝦
夷
支

配
と
不
可
分
に
結
び
っ
き
、
そ
れ
を
支
え
る
と
い
う
役
割
を
に
な
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。
さ
き
の
延
暦
二
年
六
月
条
に
よ
れ

ば

、
郡
府
を
再
建
し
て
散
民
を
招
集
し
た
と
い
う
が

、
こ
こ
で
戦
火
に
遭
つ

て
逃
亡
し
た
住
民
を
呼
び
戻
し
て
い
る
主
体
が

、
城
細
で

は
な
く
郡
府
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い

。
散
民
を
招
集
し
、
さ
ら
に
班
田
・
出
挙
・
給
復
な
ど
を
実
施
し
て
住
民
を
近
夷
郡

に
再
定
着
さ
せ
る
の
は

、
城
細
に
常
駐
し
て
い
た
国
司
ら
で
は
な
く
、
も
っ
ば
ら

「統
領
之
人

」た
る
郡
司
の
役
割
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る

。
「続
紀
』
延
暦
元

（七
八
二

）年
五
月
甲
午
条
に
も

「陸
奥
国
頃
年
兵
乱

、
奥
郡
百
姓
未
一一
来
集
一
。
勅
給
一復
三
年
一
」

と

、戦
乱
に
よ
っ
て
ち
り
一ち
り
に
な
っ
た
百
姓
を
呼
び
戻
す
た
め

、三
年
間
の
給
復
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
散
民
の
来
集
・

再
定
着
に
実
際
に
あ
た
っ
た
の
は

、
奥
郡
の
郡
司
た
ち
で
あ
っ
た
ろ
う

。
こ
の
よ
う
に
近
夷
郡
は

、
蝦
夷
と
境
を
接
す
る
不
安
定
な
地

域
に

、
種
々

の
方
策
を
施
し
て
住
民
を
定
着
さ
せ

、
そ
れ
を
編
戸
し
て
永
続
的
に
支
配
す
る
と
い
う

、郡
固
有
の
機
能
を
有
し
て
い
た

。

さ
き
に
も
触
れ
た
ょ
う
に

、
蝦
夷
と
境
を
接
す
る
城
柵
設
置
地
域
に
人
び
と
を
集
住
さ
せ
る
こ
と
は

、
城
概
の
軍
事
的
基
盤
の
強
化
に

直
結
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

。
城
柵
を
拠
点
と
す
る
蝦
夷
支
配
は

、
ぃ
わ
ば
こ
の
よ
う
な
近
夷
郡
に
よ
る
城
細
付
属
住
民
の
安
定
的
な
支

配
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て

、
十
分
に
実
効
を
も
ち
え
た
の
で
あ
る

。

と
こ
ろ
で

、
さ
き
の
延
暦
四
年
四
月
辛
未
条
に
よ
れ
ば

、
国
府
多
賀
城
の
東
西
に
か
り
に
多
賀
・
階
上
二
郡
を
置
い
て

、
こ
こ
に
他

（
l2
）

地
域
か
ら
人
び
と
を
移
住
・
定
着
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が

、
こ
の
地
域
に
は
以
前
か
ら
宮
城
郡
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。



そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
規
模
な
二
郡
を
さ
ら
に
置
い
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か

。
多
賀
・
階
上
二
郡
の
設
置
と
そ
の
地
へ
の
百
姓

の
移
住
が
不
可
分
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で

、
二
郡
が
移
民
の
受
け
血
と
し
て
置
か
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が

、
わ
ざ
わ
ざ

二
郡
が
置
か
れ
た
の
は

、
既
存
の
宮
城
郡
に
よ
る
支
配
体
制
で
は
多
賀
城
周
辺
に
新
来
の
移
民
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
十
分
に
で
き
な

い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う

。
既
述
の
よ
う
に

、
近
夷
郡
は
他
所
か
ら
城
概
設
置
地
域
に
移
住
し
て
き
た

人
び
と
を
支
配
・
統
率
し
て
そ
の
郡
域
に
定
着
さ
せ

、
蝦
夷
支
配
の
た
め
の
基
盤
を
強
化
す
る
と
い
う
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
が

、
他

地
域
か
ら
の
移
住
者
を
蝦
夷
と
境
を
接
す
る
新
天
地
に
定
着
さ
せ

、
安
定
的
に
支
配
・
統
率
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
に
ち
が
い

な
い

。
郡
は
本
来
、
在
地
の
名
望
家
た
る
譜
第
郡
領
家
が

、
そ
の
伝
統
的
権
威
に

も
と
づ
い
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
ゎ
め
て
変
則
的
な
も
の
で
あ
っ
た

。
黒
川
以
北
十
郡
の
代
表
的
な
郡
領

家
で
あ
る
道
嶋
氏
は

、
周
知
の
よ
う
に
も
と
丸
子
姓
で

、
東
国
か
ら
の
移
民
系
の
一
族
と
推
定
さ
れ
る
が

、
本
来
無
ヵ
バ
ネ
姓
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
み
て
も

、
彼
ら
が
東
国
に
お
い
て
す
で
に
郡
領
家
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い

。
お
そ
ら
く

『
続
紀
』
霊
亀
元

（七
一
五

）

年
五
月
庚
成
条
に

「移
一
相
模
・
上
総
・
常
陸
・
上
野
・
武
蔵
・
下
野
六
国
富
民
千
戸
一
、
配
一
陸
奥
一
焉

」
と
あ
る
よ
う
な

、
東
国
富
民

の
有
力
者
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る

。
ほ
か
の
黒
川
以
北
十
郡
の
郡
領
も
、
そ
の
多
く
は
同
様
に
東
国
な
い
し
陸
奥
国
南
部
の
富
民
層

（
13
）

の
出
身
で
あ
ろ
う

。
し
か
も
近
夷
郡
の
住
民
は
東
国
各
地
か
ら
の
新
来
の
移
民
の
寄
せ
集
め
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
か
る
新
興
階
層
出
身

の
移
民
系
の
郡
司
が
、
通
常
の
令
制
郡
の
郡
司
の
よ
う
に
伝
統
的
権
威
に
大
き
く
依
拠
し
て
郡
内
を
支
配
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ

近
夷
郡
と
城
-la
支
配

七



近
夷
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七
四

た
と
考
え
ら
'

れ

、
し
た
が
っ
て
令
制
郡
と
同
規
模
の
郡
域
を
安
定
的
に
支
配
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い

。
そ
の
う

え
他
地
域
か
ら
の
移
住
者
を
新
天
地
に
定
着
さ
せ
る
に
は

、
当
初
よ
り
種
々
の
方
策
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
し

、
と
く
に
蝦
夷
政
策

が
積
極
化
す
る
天
平
宝
字
年
間
以
降
は
'
、
た
と
え
ば

『
続
紀
』

神
護
景
雲
三

（七
六
九
）
年
正
月
己
亥
条
に

「差
一
浮
浪
一
千
人
一
、
以

配
一一
桃
生
柵
戸
一
。
本
是
情
抱
一
規
避
一
、
萍
漂
蓬
転

、
将
レ

至
一一城
下
一
、
復
逃
亡
。
-
-
。
官
議
奏
日

、
夫
懐
レ

土
重
レ

遷
、
俗
人
常
情

。
今

徙
一
無
レ

罪
之
民
一
、
配
一一
辺
城
之
成
一
。
則
物
情
不
レ

穏

、
逃
亡
無
レ

已

」と
、
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

、
近
夷
郡
へ
の
移
配
を

規
避
す
る
傾
向
が
っ
よ
ま
り

、
彼
ら
の
近
夷
部
へ
の
定
着
に
は
い
っ
そ
う
多
く
の
困
難
が
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
さ
ら
に
こ
の

地
域
は
蝦
夷
と
境
を
接
し

、っ
ね
に
未
服
の
蝦
夷
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う

、
特
殊
な
状
況
下
に
あ
り

、
蝦
夷
と
の
抗
争
・

戦
乱
が
起
こ
る
た
び
に

、
こ
の
一
帯
は
田
地
が
荒
廃
し
た
り

、
住
民
が
逃
亡
し
た
り
す
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る

、
在
地
の
状
況
が
き

（l4
）

わ
め
て
流
動
的
で
不
安
定
な
地
域
で
あ
っ
た

。
要
す
る
に
黒
川
以
北
十
郡
が

、
一
郡
三
郷
前
後
の
き
ゎ
め
て
微
細
な
郡
と
し
て
建
置
さ

れ
た
の
は

、
以
上
に
み
た
よ
う
に

、
譜
第
郡
領
家
が
未
成
熟
な
う
え

、
住
民
が
他
地
域
か
ら
の
移
民
の
寄
せ
集
め
で
あ
っ
た
こ
と

、
ま

た
こ
の
一
帯
が
蝦
夷
と
境
を
接
し
た
不
安
定
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の

、
他
地
域
に
な
い
特
殊
な
要
因
が
か
さ
な
っ

て
、
通
常
の

令
制
郡
程
度
の
規
模
で
は
住
民
を
安
定
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め

、
郡
の
領
域
を
細
分
化
し
て
よ
り
有
効
に

支
配
を

お
こ
な
え
る
よ
う
に
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

と
こ
ろ
が

、
別
表
を
見
て
も
ゎ
か
る
よ
う
に

、
黒
川
以
北
十
郡
以
降
に
成
立
し
た
近
夷
郡
は

一
般
に

一
郡
あ
た
り
の
郷
数
が
や
や
多

く
、
な
か
で
も
九
世
紀
に
入
つ

て
か
ら
成
立
す
る

、
現
岩
手
県
南
部
の
諸
郡
が
と
く
に
多
い

。
こ
れ
が
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
か
は

、

い
ま
の
と
こ
ろ
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

、
磐
井
・
江
刺
・
胆
沢
の
三
郡
が
鎮
守
府
11
胆
沢
城
の
管
轄
下
の
郡
と
考
え
ら



（
l5
）

れ
る
こ
と
に
着
目
す
る
と

、
あ
る
い
は
鎮
守
府
の
胆
沢
城
へ
の
移
転
に
も
と
な
い

、
鎮
守
府
官
人
が
住
民
を
直
接
支
配
す
る
体
制
が
強

化
さ
れ

、
郡
司
の
重
要
性
が
相
対
的
に
低
下
し
た
結
果
と
し
て

、
比
較
的
規
模
の
大
き
ぃ
郡
が
成
立
し
た
の
か
も
し
れ
な
い

。
ま
た
延

暦
十
八

（七
九
九
）
年
に
は

、
黒
川
以
北
十
郡
の
色
麻
郡
に
富
田
郡
が

、
新
田
郡
に
讀
馬
郡
が

、
小
田
郡
に

登
米
郡
が
併
合
さ
れ
て
お

り
〔

『
後
紀
』

同
年
三
月
戊
申
条
〕

、
こ
の
こ
ろ
近
夷
郡
に
対
す
る
従
来
の
政
策
が
軌
道
修
正
さ
れ
て

、
郡
域
の
変
更
が
ぉ
こ
な
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

。
近
夷
郡
に
お
け
る
郡
司
の
地
位
の
相
対
的
な
低
下
傾
向
は

、
す
で
に
こ
の
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
る

。
ま
た
こ
の
な
か
の
讃
馬
郡
や
登
米
郡
は
実
体
が
不
明
で

、蝦
夷
郡
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り

、
他
の
史
料
な
ど
か
ら
も

、

九
世
紀
に
入
る
と
近
夷
郡
と
蝦
夷
郡
の
区
別
が
し
だ
い
に

あ
ぃ
ま
い
に
な
っ

て
い
く
傾
向
が
あ
る
ょ
う
に
思
わ
れ
る

。
こ
れ
ら
の
点
の

検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い

。

以
上
に
述
べ
た
ょ
う
な
理
由
か
ら

、
近
夷
郡
は

一
般
的
に
微
細
な
郡
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が

一

体
的
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
は

、
い
ず
れ
も
城
樹
の
軍
事
的
基
盤
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
点
で

、
城
細
と
緊
密
な
関
係
に
あ
り

、
一

括
し
て
把
握
し
て
お
く
必
要
が
国
家
側
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
と
も
に

、
近
夷
郡
の
一
帯
は
蝦
夷
と
境
を
接
し
、
っ
ね
に
未
服
の
蝦

夷
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
た
め

、
近
夷
郡
は
単
独
で
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
て

、
住
民
側
と
し
て
も
城
細
と
緊
密

な
関
係
を
た
も
ち
っ
っ
そ
の
庇
護
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
近
夷
郡
の
一
体
性
を
維
持
す
る

一
因
と
も
な
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

注
（1
）
神
護
景
雲
三
（七
六
九
）年
三
月
辛
已
条
で
黒
川
郡
の
人

、外
従
六
位
下
靭
大
伴
部
弟
虫
ら
八
人
が
靭
大
伴
連
の
姓
を
賜
与
さ
れ
て
い
る
の
で

、靭
（大
）

近
夷
郡
と
城
樹
支
配

七
五



近
夷
郡
と
城
概
支
配

七
六

伴
連
氏
は
八
世
紀
か
ら
譜
第
郡
領
家
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る

。

（2
）

胆
沢
城
跡
出
土
の
漆
紙
文
書
に

「8
'伊

杜
鹿
8
'序

繩

」（承
和
十
年
二
月
二
十
六
日
付
）、
「玉
造
団
擬
大
毅
志
太

］」（延暦
-

一
年
六
月

-

九
日
付

）と
い
う
の
が
あ
り

、
後
者
は
玉
造
団
の
擬
大
毅
で

、
前
者
も
軍
団
の
主
帳
と
考
え
ら
れ
る
が
〔

平
川
南

「胆
沢
城
跡
第
四
十
三
次
調
査
出
土
漆

紙
文
書

」（「胆
沢
城
I
昭
和
五
十
八
年
度
発
掘
調
査
概
報
-
」
水
沢
市
教
育
委
員
会

一
九
八
四

）〕
、
い
ず
れ
も
氏
姓
か
ら
判
断
し
て
移
民
系
の
人
物

と
み
ら
れ
る

。
ま
た
宮
城
県
田
尻
町
の
木
戸
瓦
窯
跡
出
土
の
多
賀
城
創
建
期
の
平
瓦
に
は

「口
部
仲
村
郷
他
辺
里
長
/
二
百
長
丈
部
呰
人

」と
い
う

ヘ
ラ

書
き
が
あ
る
が

、
や
は
り
移
民
系
と
み
ら
れ
る
人
物
が
、
郷
里
制
下
の
里
長
と
軍
団
の
二
百
長

（校
尉

）
を
兼
務
し
て
い
る

。

（3
）
拙
稿

、
前
掲

「黑
川
以
北
十
郡
の
成
立

」。

（4
）
養
老
六

（七
二
二

）年
に
他
境
よ
り
の
移
住
者
に
徴
税
を

一
年
間
猶
予
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
が
〔

「続
紀

」
同
年
固
四
月
乙
丑
条
〕

、
神

一設
景
雲
三

（七
六
九
）
年
ご
ろ
か
ら
は
優
遇
措
置
を
い
っ

そ
う
拡
大
し
て

、
移
住
者
に
は
三
年
間
の
法
外
の
給
復
を
ぉ
こ
な
う
こ
と
が
一
般
的
と
な
る

。

（5
）
近
夷
郡
の

「俘
囚

」が
調
一蘭
を
負
担
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は

、
『
続
紀

」
神
一設
景
雲
三

（七
六
九
）
年
十
一
月
己
丑
条
や
翌
宝
亀
元
年
四
月
癸
已
期

条
で
近
夷
郡
の

「俘
囚

」
た
ち
が
、
「俘
囚

」の
名
を
除
い
て
調
-ll-
の
民
に
な
り
た
い
と
願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
蝦
夷
系
住

民
の
負
担
と
し
て
は

、
第
三
節
註
（4
）所
引
天
平
宝
字
二
年
六
月
辛
亥
条
に
よ
れ
ば

、
辺
軍
に
充
当
す
る
こ
と
が
法
制
化
さ
れ
て
い
る
し
'
実
例
と
し

て
も
、
宝
亀
元
年
に
徒
賊
を
率
い
て
近
夷
郡
の
地
域
に
来
帰
し
て
い
た

「蝦
夷

」
宇
漢
米
公
字
屈
波
字
が
賊
地
に
逃
げ
還
つ

た
例
〔

同
年
八
月
己
亥
条
〕

が
あ
り

、
近
夷
郡
の

「俘
囚

」・
「蝦
夷

」
は

、
一
般
に

「俘
一m--l-
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
兵
力
を
形
成
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る

。
そ
の
ほ
か

、

桃
生
・
雄
勝
・
伊
治
城
な
ど
の
造
営
に
も
帰
服
し
た

「俘
囚

」・
「蝦
夷

」
が
動
員
さ
れ
て
い
る
〔

天
平
宝
字
二
年
十
二
月
丙
午
条
・
神
護
景
雲
元
年
十
月

辛
卯
条
〕

。

（6
）

な
ぉ

「後
紀

」
弘
仁
三

（八
一
二

）
年
九
月
戊
午
条
で
は

、
遠
田
郡
と
小
田
郡
の

「田
夷

」
合
わ
せ
て
三
九
六
人
が

、
「田
夷
之
姓

」
を
脱
し
て
公
民

と
な
っ
て

、
禄
の
支
給
を
辞
退
し
て
永
く
課
役
を
負
担
し
た
い
と
願
い
出
て
許
さ
れ

、特
別
に

一
身
の
間
は
課
役
を
免
除
さ
れ
て
い
る
が

、こ
の
史
料
に

よ
っ
て
も
遠
田
郡
や

近
夷
郡
の

「田
夷

」
た
ち
が
調
--f
を
威
課
さ
れ
ず

、
逆
に
一一 :

解

を
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。

（7
）
「後
紀

」延
暦
十
六

（七
九
七
）
年
正
月
庚
子
条
で
は

、
違
田
郡
の
人

、
外
大
初
位
上
丸
子
部
八
千
代
が
大
伴
山
田
連
を
腸
姓
さ
れ
て
い
る

。
こ
の
丸

子
部
八
千
代
は
そ
の
姓
か
ら
考
え
て
移
民
系
の
住
民
と
考
え
ら
れ

、違
田
郡
に

も
移
民
系
の
住
民
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が

、全
体
と
し
て
は
少



数
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う

。

し

'か
，-

（8
）
な
お

『
和
名
抄
』

に
よ
れ
ば

、
宮
城
郡
に
科
上
・
多
賀
郷
が
あ
る
が

、
こ
の
二
郷
は
そ
れ
ぞ
れ
階
上
・
多
賀
二
郡
の
郡
家
の
所
在
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ

に
相
違
な
く

、
二
郡
は
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
の
ち
に
宮
城
郡
に
再
併
合
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

。

（9
）
「三
代
格

」
大
同
五

（八
一
〇

）年
五
月
十

一
日
官
符
に
よ
れ
ば

、
「苅
田
以
北
近
郡
稲
支
一一軍
根
一
、
信
夫
以
南
適
郡
稲
給
一一
公
-a

一
」と
あ
っ
て

、
軍
根

に
っ
い
て
も

、
い
っ
の
こ
ろ
か
ら
か
城
濁
に
供
給
す
る
郡
が
指
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。
な
ぉ
こ
の
史
料
で
軍
根
の
財
源
と
な
っ
て
い
る
の

は

、
「稲
」と
表
記
さ
れ

、
か
っ
公
解
と
対
比
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
明
ら
か
に
正
税
の
出
挙
稲
で
あ
る

。
ま
た

「続
紀

」
天
平
宝
字
三

（七
五
九
）
年
九

月
己
丑
条
で
は

、
桃
生
・
雄
勝
両
城
の
造
営
に
従
事
し
た
部
司
・
--l-
毅
・
鎮
兵
・
馬
子
ら
八
千
百
八
十
人
の
当
年
の

「人
身
挙
税

」
を
免
除
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
み
て

、近
夷
郡
で
も
正
税
出
挙
が
ぉ
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り

、し
か
も
軍
根
の
も
っ
と
も
主
要
な
財
源
に
な
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る

。

（10
）
注

（9
）
参
照
。

（11
）
平
川
氏
、
前
掲

「古
代
に
お
け
る
東
北
の
城
册
に
っ
い
て

」。

（12
）
「続
紀

」
天
平
勝
宝
四

（七
五
二

）
年
二
月
丙
寅
条
に

「陸
奥
国
調
腐
者
、

調
令
レ

輸
一一
黄
金
一
」と
あ
る
の
で

、
多
賀
郡
が
権
置
さ
れ
た
の

は
こ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る

。

（13
）
『
続
紀
』

神
護
景
雲
三

（七
六
九
）
年
三
月
辛
已
条
に

、
著
名
な
大
国
造
道
嶋
一
船
一足
が
申
請
し
た
大
量
賜
姓
の
記
事
が
あ
る
が

、
こ
こ
に
見
え
る
多
く

の
人
は
部
姓
で
か
っ
外
位
を
有
し
て
い
る
の
で

、
陸
奥
国
の
新
興
豪
族
層
で
当
該
郡
の
郡
司
な
ぃ
し
軍
団
の
軍
毅
ク

ラ

ス
の
人
び
と
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
が

、
そ
の
な
か
に
は
賀
美
・
牡
鹿
・
黑
川
・
新
田
・
玉
造
等
の
近
夷
郡
の
人
も
含
ま
れ
て
い
る

。
彼
ら
の
多
く
は

、一
腸
姓
の
あ
り
方
や
氏
姓
か

ら
み

て

、
陸
奥
国
南
部
な
い
し
束
国
の
富
民
層
出
身
の
人
び
と
と
思
わ
れ
る

。

（14
）

「続
紀

」
宝
亀
六

（七
七
五
）
年
三
月
丙
辰
条
に

「陸
奥
蝦
賊
騒
動
、
自
?

．一一一一一一渉
レ

秋
。
民
皆
保
レ

塞
、
田
時
荒
廃

」と
あ
り

、
あ
る
い
は
延
暦
元

（七
八

二

）
年
五
月
甲
午
条
に

「陸
奥
国
頃
年
兵
乱
、
奥
郡
百
姓

、
並
未
一一来
集
一
。
勅
給
一一
復
三
年
一
」と
み

え
る

。
ま
た
九
世
紀
に
入
つ

て
も

、
「後
紀

」
大
同

三

（八
〇
八

）
年
十
二
月
甲
子
条
に

「奥
郡
庶
民

、
出
走
数
度

」と
あ
り

、
「続
後
紀

」
承
和
四

（八
三
七
）
年
四
月
癸
丑
条
に

「自
一一去
年
春
一
、
至
一一今

年
春
一
、
百
姓
妖
言

、
騒
援
不
レ

止
。
奥
邑
之
民

、
去
レ

居
逃
出

。:
:
:
又
栗
原
・
賀
美
両
郡
百
姓

、
逃
出
者
多

、
不
レ

得
二

抑
留
一
」と
あ
り

、
さ
ら
に
は
同
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書
承
和
六
年
四
月
丁
丑
条
に

「災
星
座
見

、
地
震
是
頻
。
奥
県
百
姓

、
多
以
長
逃
。
又
胆
沢
・
多
賀
両
城
之
間

、
異
類
延
一受
、
控
弦
数
千

」と
み
え

、
承

和
七
年
三
月
壬
寅
条
に
も

「奥
邑
之
民
、
共
称
一一
庚
申
一
、一
演
出
之
徒

、
不
レ

能
一一抑
制
一
」と
語
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
こ
の
地
域
は
慢
性
的
に
不
安
定
な
状

況
に

あ
っ
た

。

（15
）
平
川
氏
、
前
掲

「律
令
制
下
の
多
賀
城

」。

お

わ

り

に

城
柵
を
拠
点
と
す
る
蝦
夷
支
配
に
は

、
膨
大
な
人
員
と
物
資
を
必
要
と
し
た
が

、
そ
の
調
達
の
方
式
を
地
域
的
に
み
る
と

、
い
く
っ

か
の
枠
組
み
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る

。
ま
ず
も
っ
と
も
基
礎
と
な
る
の
が

、
城
柵
設
置
地
域
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
人

び
と
を
集
住
さ
せ

、
そ
れ
ら
の
人
び
と
を
兵
員

、
城
紐
の
造
営
・
修
理
の
労
働
力

、
軍
一根
な
ど
の
供
給
源
に
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
る

。

こ
れ
は
古
代
に
お
け
る
農
業
生
産
力
の
水
準
や
兵
員
・
物
資
の
輸
送
形
態
に
制
約
さ
れ
た
結
果
と
考
え
ら
れ

、
蝦
夷
支
配
を
継
続
し
て

お
こ
な
う
た
め
に
は

、
少
な
く
と
も
平
時
の
蝦
夷
支
配
体
制
を
維
持
す
る
の
に

必
要
な
最
小
限
の
兵
員
や
物
資
は
現
地
で
調
達
で
き
る

ょ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が

、
必
須
の
こ
と
と
さ
れ
た

。
城
細
が
当
初
か
ら
一
貫
し
て

、
移
民
系
や
蝦
夷
系
か
ら
な
る

一
定
数
の
住
民
を

付
属
し
た
施
設
と
し
て
構
築
さ
れ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る

。
城
細
設
置
地
域
に
置
か
れ
た
近
夷
郡
は

、
城
柵

を
拠
点
と
し
た
蝦
夷
支
配
に
不
可
欠
な

、
こ
の
地
域
へ
の
移
民
系
住
民
の
十
分
な
定
着
と
安
定
的
な
支
配
と
を
実
現
す
る
た
め
に
お
か

れ
た
郡
で

、
蝦
夷
と
境
を
接
し
た
流
動
的
な
在
地
の
状
況
と

、
他
地
域
か
ら
の
移
民
を
主
体
と
し
た
特
殊
な
住
民
構
成

、
弱
体
な
譜
第

郡
領
家
の
も
と
で

、
律
令
的
な
籍
帳
支
配
を
実
施
し
て

、
兵
員
や
軍
根
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら

、



通
常
の
令
制
郡
の
よ
う
に
伝
統
的
権
威
に
依
拠
し
て
住
民
を
安
定
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
に

、
郡
域
を
小
規
模
に

し
て
よ
り
有
効
な
支
配
を
ぉ
こ
な
ぉ
う
と
し
た
の
で
あ
る

。

蝦
夷
支
配
の
た
め
の
人
員
・
物
資
の
調
達
の
も
う
ひ
と
っ
の
枠
組
み
と
な
っ
た
の
が

、
陸
奥
・
出
羽

（出
羽
国
成
立
以
前
は
越
後
国

）

の
両
辺
要
国
で
あ
る

。
職
員
令
大
国
条
に
は
陸
奥
・
出
羽
・
越
後
三
国
の
国
守
の
職
掌
と
し
て

「製
給

（大
宝
令
で
は
:

標
慰
）、
征
討

、

斥
候

」
の
三
項
日
が
規
定
さ
れ
て
い
る

。
辺
要
国
の
国
司
は

、
一
方
で
他
の
一
般
の
令
制
国
の
国
司
と
同
様
に

、
国
内
支
配
全
般
に
わ

た
る
広
汎
な
権
限
も
有
し
て
い
た
が

、
注
意
す
べ
き
こ
と
は

、
こ
の
辺
要
国
国
司
の
両
分
野
に
わ
た
る
権
限
は

、
決
し
て
ば
ら
ば
ら
に

併
存
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。
と
い
う
の
は

、
本
稿
で
み
た
よ
う
に

、
辺
要
国
に
お
け
る
国
内
の
住
民
支
配
は

、
畢
竟
、

蝦
夷
支
配
に

必
要
な
兵
員
・
物
資
な
ど
の
確
保
を
そ
の
主
目
的
と
し
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い
か
ら

、
辺
要
国
の
国
司
に
よ
る
蝦
夷
支
配

は

、
そ
の
国
内
支
配
を
前
提
・
基
礎
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

。
と
す
れ
ば

、
令
に
規
定
さ
れ
た
二
つ
の
分
野
の

職
掌
も

、
理
念
的
に
同
様
の
関
係
に

あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は

、
当
初
か
ら
こ
れ
ら
蝦
夷
と
境
を
接
す
る

国
の
国
力
の
み
で
蝦
夷
支
配
を
お
こ
な
う
こ
と
は
困
難
で

、
和
銅
元

（七
〇
八

）
年
の
出
羽
郡
の
建
置
と
そ
れ
に
っ
づ
く
出
羽
国
の
分

離
・
独
立
の
あ
た
り
か
ら
、
東
国
・
北
陸
諸
国
な
ど
か
ら
の
細
戸
の
大
量
移
配
を
中
心
と
し
た
辺
要
国
の
基
盤
強
化
策
が
組
織
的
に
展

開
さ
れ

、
そ
れ
が
別
稿
で
論
じ
た
ょ
う
に

、
神
亀
一兀

（七
二
四

）
年
前
後
の
広
域
陸
奥
国
の
復
活
と
そ
の
国
府
兼
鎮
守
府
と
し
て
建
置

さ
れ
た
多
賀
城
の
成
立
の
こ
ろ
に
ほ
ぼ
一
段
落
し
て

、
こ
の
こ
ろ
東
国
へ
の
依
存
を
最
小
限
に
と
ど
め
て

、
可
能
な
か
ぎ
り
陸
奥
・
出

羽
の
現
地
の
国
力
に
よ
っ
て
蝦
夷
支
配
を
遂
行
す
る
と
い
う
政
策
に
転
換
す
る
。
こ
れ
は

、
一
連
の
基
盤
強
化
策
が
一
定
の
成
果
を
あ

げ

、
こ
こ
に

至
つ

て
よ
う
や
く
律
令
制
の
理
念
で
あ
る
辺
要
国
中
心
の
蝦
夷
支
配
体
制
が
一
応
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
と
解
さ
れ
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八
〇

る

。
そ
の
後

、
軍
団
制
の
強
化
や
当
国
鎮
兵
制
へ
の
移
行

、
さ
ら
に
は
国
内
の
出
挙
利
稲
に
よ
る
軍
根
の
儲
備
な
ど
の
諸
政
策
に
よ
っ

て

、
平
時
の
兵
員
・
軍
一根
を
辺
要
国
で
自
弁
す
る
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る

。
そ
れ
は

、
た
と
え
ば
延
暦
五

（七
八
六

）
年

四
月
に
国
宰
・
郡
司
・
鎮
将
・
辺
要
等
の
官
の
お
こ
な
う
べ
き
任
務
を
規
定
し
た
な
か
に

、
鎮
将
・
辺
要
官
の
任
務
に
相
当
す
る
と
思

わ
れ
る
も
の
と
し
て

「且
守
且
耕
軍
一根
有
レ

儲

、
辺
境
清
粛
城
煌
修
理

」と
あ
り
〔

『
続
紀
』

同
年
四
月
庚
午
条
〕

、
辺
要
国
が
軍
根
を
自

弁
し

、
独
力
で
辺
境
の
支
配

、
城
一構
の
修
理
を
ぉ
こ
な
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
要
づ
け
ら
れ
る

。

こ
の
よ
う
に
蝦
夷
支
配
の
た
め
の
人
員
・
物
資
は

、
城
棚
設
置
地
域
の
近
夷
郡
の
人
的
・
物
的
資
源
を
そ
の
基
礎
と
し
、
そ
の
う
え

で
陸
奥
・
出
羽
な
ど
の
辺
要
国
全
域
の
国
力
を
動
員
し
て
支
弁
さ
れ
た
が

、
国
司
・
鎮
官
ら
の
公
・

解
を
別
に
し
て
も
、
鎮
兵
な
ど
の
常

備
軍
や
軍
根
な
ど
の
一
部
を
な
ぉ
東
国
に
依
存
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り

、
蝦
夷
と
の
対
立
が
激
化
・
長
期
化
し
た
場
合
に
は

そ
れ
で
も
支
え
き
れ
ず

、
征
討
軍
が
編
成
さ
れ
る
と
同
時
に

、
よ
り
広
汎
な
諸
国
か
ら
武
器
・
軍
一根
な
ど
が
調
達
さ
れ
た
こ
と
も

、
改

め
て
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う

。
そ
の
点
で
東
国
な
ど
の
諸
国
が
対
蝦
夷
政
策
に
は
た
し
た
役
割
が
き
ゎ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と

は
む
ろ
ん
で
あ
る
が

、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は

、
律
令
国
家
の
蝦
夷
支
配
は

、
理
念
に
お
い
て
も
、
現
実
に
お
い
て
も
一
貫

し
て
陸
奥
・
出
羽
な
ど
の
蝦
夷
と
境
を
接
し
た
辺
要
国
が
、
自
国
の
人
員
・
物
資
に
よ
り
、
城
柵
を
拠
点
と
し
て
お
こ
な
う
と
い
う
形

態
を
基
本
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

、
さ
ら
に
ま
た
か
か
る
方
式
の
も
っ
と
も
基
礎
を
な
し
て
い
た
の
が
、
近
夷
郡
に
よ
る

蝦
夷
と
境
を
接
し
た
地
域
の
支
配
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る

。

な
ぉ
本
稿
で
は
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が

、
隼
人
支
配
に
お
い
て
も
、
粉
と
そ
の
付
属
の
住
民
た
る
柵
戸
が
存
在
し
た
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
し
、
薩
摩
・
大
隅
両
国
の
郡
は
移
民
を
主
体
と
し
た
国
府
周
辺
の
郡
と
隼
人
郡
と
に
二
分
さ
れ

、
両
者
に
お
い
て
は



（
l
-

賦
課
も
明
確
に
異
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

。
国
府
周
辺
の
郡
が
東
北
の
近
夷
郡
に
ほ
ぼ
相
当
し
ょ
う

。
た
だ
隼
人
郡
が
小
郡
と

し
て
分
立
し
た
の
は

、
隼
人
集
団
自
体
の
孤
立
・
分
散
性
と
律
令
国
家
側
の
分
断
政
策
の
結
果
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
移
民
を
主
体
と

し
た
近
夷
郡
の
小
さ
さ
と
は
成
立
の
事
情
を
異
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。
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