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吉
彦
秀
武
の
実
像

―
―
二
人
の
「
荒
川
太
郎
」
の
関
係
を
軸
に
―
―

野

中

哲

照

一　

は
じ
め
に

吉き
み
こ彦
秀ひ
で

武た
け

は
、『
陸
奥
話
記
』『
後
三
年
記
』
に
登
場
す
る
重
要
人
物
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
史
資
料
上
の
制
約
も
あ
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
歴
史
的
実
体
と
し
て
の
吉
彦
秀
武
が
ど
の

よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
と
く
に
『
後
三
年
記
』
を
ど
う

読
む
か
の
問
題
に
深
く
関
わ
る
。
本
稿
で
は
、
数
少
な
い
史
資
料
な
が
ら
も
そ

れ
ら
を
丹
念
に
縫
合
し
、
近
年
の
歴
史
学
・
考
古
学
の
成
果
も
交
え
つ
つ
、
吉

彦
秀
武
像
の
復
元
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
吉
彦
秀
武
・
清
原
武
貞
の
「
荒
川
太
郎
」
の
通
称
が
重
な
っ

て
い
る
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
出
羽
国
山
北
（
仙
北
）
地
方

に
お
け
る
清
原
氏
と
吉
彦
氏
の
関
係
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い

く
つ
も
の
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

二　

吉
彦
一
族
の
出
自
と
そ
の
成
長

高
橋
崇
（
一
九
九
六
）
な
ど
の
先
行
研
究
を
総
合
す
る
と
、
俘
囚
に
は
二
通

り
あ
る
。
在
地
系
俘
囚
と
移
民
系
俘
囚
で
あ
る
。
在
地
系
俘
囚
は
、
も
と
も
と

奥
羽
の
地
に
居
住
し
て
い
た
者
た
ち
の
う
ち
、
中
央
政
権
に
対
し
て
恭
順
の
意

を
示
し
て
そ
の
傘
下
に
入
る
こ
と
に
同
意
し
た
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方

の
移
民
系
俘
囚
は
、
内
地
か
ら
強
制
的
に
移
住
さ
せ
ら
れ
て
き
た
者
た
ち
の
こ

と
で
あ
る
。
初
期
の
頃
は
強
制
的
で
は
な
く
移
住
者
を
募
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

に
応
じ
る
者
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
の
ち
に
は
浮
浪
人
や
罪
人
を
強
制
的
に
移

住
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
東
北
各
地
に
残
る
地
名
で
内
地
と
同
じ
も

の
が
見
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
移
住
者
た
ち
の
出
身
地
を
示
す
指
標
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
俘
囚
の
多
く
は
、
城

柵
の
周
囲
に
住
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
城
柵
周
辺
の
田
畑
を
開
墾
し
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た
り
農
耕
し
た
り
、
あ
る
い
は
作
事
・
普
請
や
警
衛
に
駆
り
出
さ
れ
た
り
も
す

る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
八
～
九
世
紀
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。

吉
彦
姓
は
、
も
と
も
と
蝦
夷
で
あ
り
な
が
ら
早
く
か
ら
朝
廷
に
恭
順
の
意
を

示
し
て
い
た
在
地
系
俘
囚
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）

以
前
は
「
君
子
部
」
の
表
記
で
あ
っ
た
が
、
勅
に
よ
っ
て
そ
れ
以
降
は
「
吉
弥

侯
部
」
と
表
記
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
上
毛
野
君
・
下
毛
野
君
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
込
め
ら
れ
た
「
君
」
に
「
子
部
」（
＝
配
下
の
意
）
を
付
し
て
「
君
子
部
」
と

称
し
た
の
だ
と
い
う
説
が
あ
る
一
方
で
、
大
塚
徳
郎
（
一
九
六
九
）
は
、
服
属

し
て
王
民
に
な
る
と
い
う
意
味
の
「
君
子
」
だ
と
い
う
。
奈
良
時
代
に
な
っ
て

蝦
夷
出
身
の
土
豪
た
ち
が
大
量
に
中
央
の
貴
氏
名
に
改
氏
改
姓
す
る
動
き
が

あ
っ
た
と
き
、
吉
美
侯
部
の
多
く
は
毛
野
氏
に
改
姓
し
た
と
い
う
〔
高
橋
富
雄

（
一
九
六
三
）〕
か
ら
、
毛
野
氏
と
何
ら
か
の
関
係
―
―
血
縁
で
な
い
に
し
て 

も
―
―
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

大
塚
は
、
俘
囚
の
内
民
化
に
い
く
つ
か
の
段
階
を
想
定
し
、
蝦
夷
が
朝
廷
に

服
属
し
て
俘
囚
と
な
り
（
＝
在
地
系
俘
囚
）、
そ
の
中
で
も
さ
ら
に
公
民
と
し
て

編
戸
さ
れ
る
直
前
の
内
民
化
の
か
な
り
進
ん
だ
者
が
「
君
子
部
」
姓
を
与
え
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
君
子
→
吉
弥
侯
→
吉
彦
と
表
記
の
変
更
が

あ
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、『
陸
奥
話
記
』
に
み
え
る
吉
弥
侯

0

0

0

武
忠
（
斑
目
四
郎
）

は
や
や
古
い
表
記
を
留
め
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
吉
彦

0

0

は
相
対
的
に
新

し
い
表
記
に
変
更
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
内
地
ふ
う
の
二
字
姓
に

準
じ
て
「
吉
彦
」
と
表
記
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
、
い
っ
そ
う
中
央
寄

り
に
馴
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
読
み
取
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

＊　
　
　
　
　

＊

キ
ミ
コ
（
君
子
、
吉
弥
侯
、
吉
彦
）
を
称
す
る
者
た
ち
の
内
民
化
が
始
ま
っ

た
の
が
お
も
に
八
世
紀
中
葉
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
と
（
後
述
）、『
陸
奥
話
記
』

や
『
後
三
年
記
』
に
描
か
れ
て
い
る
、
清
原
氏
と
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
の
吉
彦
秀

武
像
に
は
大
き
な
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
い
。

吉
彦
秀
武
と
清
原
氏
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
陸
奥
話
記
』
で
は
「
武
則
が

甥
、
ま
た
聟
な
り
。
字
は
荒
川
太
郎
」
と
あ
り
、『
後
三
年
記
』
で
は
「
武
則

が
母
方
の

0

0

0

甥
、
ま
た
、
聟
な
り
」
と
あ
る
（
詳
細
は
後
述
）。

そ
し
て
、「
荒
川
太
郎
」
の
号
は
清
原
武
貞
と
共
通
し
て
い
て
、
新
野
直
吉

（
一
九
七
四
）
は
「
武
貞
と
同
じ
く
荒
川
太
郎
の
字
を
も
つ
こ
と
は
、
同
族
の

中
枢
を
占
め
る
要
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
秀
武
は
清
原
一

門
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
秀
武
自
身
の
抱
い
て

い
た
自
尊
心
に
つ
い
て
も
、『
後
三
年
記
』
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る

秀
武
、
老
の
力
、
疲
れ
て
、
苦
し
く
な
り
て
、
心
に
思
ふ
や
う
、「
わ
れ
、

ま
さ
し
き
一
家
の
者
な
り
。
果
報
の
勝
劣
に
よ
り
て
、
主
従
の
振
舞
を
す
。

さ
ら
む
か
ら
に
、
老
の
身
を
屈
め
て
庭
に
跪
き
た
る
を
久
し
く
見
入
れ

ぬ
。
情
け
な
く
、
安
か
ら
ぬ
こ
と
な
り
」
と
思
ひ
て
、
金
を
ば
庭
に
投
げ

散
ら
し
て
、
俄
か
に
立
ち
走
り
て
、
門
の
外
に
出
で
て
、
そ
こ
ば
く
持
ち

来
た
る
飯
酒
を
皆
、
従
者
ど
も
に
く
れ
て
、
長
櫃
な
ど
を
ば
、
門
の
前
に

う
ち
捨
て
、
着
背
長
取
り
て
着
て
、
郎
等
ど
も
に
皆
、
物
の
具
せ
さ
せ
て
、

出
羽
国
へ
逃
げ
て
去
に
け
り
。〈
4
秀
武
逃
亡
〉
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秀
武
、
こ
の
二
人
（
清
衡
・
家
衡
）
が
許
へ
使
を
馳
せ
て
云
ひ
送
る
や
う
、

「
真
衡
に
、
か
く
従
者
の
ご
と
く
し
て
あ
る
は
、
そ
こ
た
ち
は
、
安
か
ら

ず
は
思
さ
ず
や
。
…
…
（
後
略
）
…
…
」
と
云
ひ
送
れ
り
。〈
6
秀
武
の

画
策
〉

吉
彦
秀
武
は
、
清
原
氏
の
「
ま
さ
し
き
一
家
の
者
」
で
あ
っ
て
「
従
者
」
で

は
な
い
の
だ
、
と
明
確
に
述
べ
て
い
て
、
清
原
真
衡
・
清
衡
・
家
衡
（
秀
武
か

ら
み
て
、
い
ず
れ
も
甥
）
と
対
等
の
意
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
な
に

し
ろ
、
秀
武
自
身
が
「
従
者
ど
も
」「
郎
等
」
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。『
後
三
年

記
』
世
界
の
秀
武
像
が
、
清
原
真
衡
の
専
制
化
に
反
抗
す
る
よ
う
な
プ
ラ
イ
ド

を
持
ち
う
る
階
層
に
位
置
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。

過
去
の
戦
功
に
お
い
て
も
、
秀
武
は
相
当
な
人
物
で
あ
る
。『
後
三
年
記
』

〈
3
秀
武
登
場
〉
に
、

昔
、
頼
義
、
貞
任
を
攻
め
し
時
、
武
則
、
一
家
を
揮
ひ
て
当
国
へ
越
え
来

た
り
て
、
桑
（
栗
（原
郡
営
岡
に
し
て
、
諸
陣
の
押
領
使
を
定
め
て
軍
を
整
へ
し

時
、
こ
の
秀
武
は
三
陣
の
頭
に
定
め
た
り
し
人
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
前
九
年
合
戦
の
と
き
す
で
に
安
倍
氏
追
討
の
功
を
上
げ
た
人

物
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
陸
奥
話
記
』
に
詳
し
く
、
康
平
五
年
八
月
、
多
賀

城
を
出
た
頼
義
軍
と
出
羽
国
を
出
た
武
則
軍
と
が
陸
奥
国
栗
原
郡
営
岡
で
合
流

し
一
陣
か
ら
七
陣
ま
で
の
押
領
使
を
定
め
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
「
三
陣
の
頭
」

す
な
わ
ち
押
領
使
に
秀
武
が
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
陣
は
清

原
武
貞
、
二
陣
は
橘
貞
頼
、
四
陣
は
橘
頼
貞
、
五
陣
は
源
頼
義
、
六
陣
は
吉
美

侯
武
忠
、
七
陣
は
清
原
武
道
で
あ
っ
た
。

年
齢
に
つ
い
て
は
、『
後
三
年
記
』
に
「
老
の
力
、
疲
れ
て
」「
老
の
身
を
屈

め
て
」「
雪
の
首
」（
白
髪
頭
）
と
あ
る
。
承
安
本
絵
巻
の
画
中
詞
を
記
し
た
か

と
思
わ
れ
る
『
康
富
記
』
に
「
及
二
七
旬
之
老
屈
一
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
従
え

ば
永
保
三
年
の
こ
ろ
に
七
十
歳
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
前
九
年
合

戦
の
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
に
「
三
陣
の
頭
」
に
定
め
ら
れ
た
頃
は
約
五
十

歳
と
な
る
。
当
時
の
清
原
一
族
に
お
い
て
、
年
齢
的
に
も
重
鎮
と
い
え
る
位
置

に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
戦
功
も
あ
り
年
齢
も
重
ね
、
血
縁
的
に
清
原
一
門
で
も
あ
る
秀

武
の
発
言
力
は
、
後
三
年
合
戦
が
始
ま
る
こ
ろ
に
は
相
当
重
い
も
の
に
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
吉
彦
秀
武
像
に
は
、
八
世
紀
頃
の
、
中
央
か
ら
下
っ
て
き
た
官

人
に
隷
属
さ
せ
ら
れ
て
い
た
俘
囚
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
も
は
や
な
い
。
八
世
紀
中

葉
か
ら
十
一
世
紀
後
半
に
至
る
約
三
世
紀
の
間
に
、
大
き
な
社
会
構
造
の
変
化

を
読
み
取
ら
ね
ば
繋
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
約
三
世
紀
の
間
に
吉
彦

一
族
お
よ
び
吉
彦
秀
武
が
た
ど
っ
た
成
長
の
軌
跡
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

①
在
地
領
主
と
し
て
の
成
長
（
荒
川
太
郎
と
称
す
る
ほ
ど
の
）

 

秀
武
の
曽
祖
父
・
祖
父
の
頃
か
。

②
右
を
基
盤
と
し
た
清
原
氏
と
の
姻
戚
関
係
（
甥
や
聟
の
表
現
）

 

秀
武
の
父
お
よ
び
秀
武
。

③
前
九
年
合
戦
で
の
戦
功 

秀
武
。
一
〇
六
二
年
。

④
七
十
代
に
至
る
長
寿 

秀
武
。
一
〇
八
三
年
時
点
で
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
、『
後
三
年
記
』
で
、「
わ
れ
、
ま
さ
し
き
一
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家
の
者
な
り
」
と
強
弁
す
る
ほ
ど
の
秀
武
像
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
う
ち
③

④
に
つ
い
て
は
『
陸
奥
話
記
』『
後
三
年
記
』『
康
富
記
』
に
書
か
れ
て
い
て
自

明
の
こ
と
な
の
で
、
次
節
以
降
で
①
②
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
加
え
る
こ
と

に
な
る
。

な
お
、
②
→
①
の
順
序
、
す
な
わ
ち
清
原
氏
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
の
が
先

で
そ
れ
を
契
機
と
し
て
吉
彦
一
族
が
勢
力
を
拡
大
し
た
と
い
う
考
え
方
も
成
り

立
た
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
（
七
三
七
）
四
月

十
四
日
条
の
「
雄
勝
村
俘
長
等
三
人
」
が
「
来
降
」
し
た
事
例
―
―
平
鹿
の
分

郡
は
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
ご
ろ
な
の
で
こ
の
「
雄
勝
村
」
に
は
平
鹿
地

域
を
含
む
―
―
に
み
え
る
よ
う
に
、
八
世
紀
前
半
す
で
に
「
俘
長
」
な
る
も
の

が
存
在
し
、
安
定
し
た
身
分
秩
序
・
社
会
構
造
が
存
在
し
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ

る
。
こ
の
よ
う
に
蝦
夷
社
会
・
俘
囚
社
会
が
成
熟
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
想
起
す

る
と
、
十
一
世
紀
の
こ
の
社
会
で
、
家
と
家
と
の
釣
り
合
い
に
な
し
に
―
―
個

人
的
な
女
性
の
好
み
で
下
層
の
娘
を
抜
擢
す
る
か
の
よ
う
に
―
―
清
原
の
当
主

が
吉
彦
の
娘
を
娶
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
に
、『
後
三
年
記
』
の
清
原

真
衡
が
、
養
子
成
衡
の
嫁
探
し
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
陸
奥
国
内
に
身
分
の
釣

り
合
う
家
が
な
か
っ
た
の
で
常
陸
国
か
ら
そ
れ
を
迎
え
た
と
す
る
の
も
、
婚
姻

が
家
と
家
の
釣
り
合
い
を
意
識
し
て
結
ば
れ
た
こ
と
の
証
左
に
な
る
。
や
は

り
、
順
序
と
し
て
は
、
清
原
氏
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
も
不
自
然
で
は
な
い
ほ

ど
に
吉
彦
一
族
の
勢
力
が
成
長
し
、
ほ
ぼ
対
等
の
関
係
に
な
っ
て
か
ら
家
と
家

と
の
融
和
の
象
徴
と
し
て
の
姻
戚
関
係
が
結
ば
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ

う
。

三　
「
荒
川
」
に
つ
い
て
の
従
来
の
説
と
そ
の
問
題
点

い
ま
焦
点
を
定
め
た
①
在
地
領
主
と
し
て
の
成
長
、
②
清
原
氏
と
の
姻
戚
関

係
の
う
ち
、
第
三
～
六
節
で
は
前
者
①
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

秀
武
の
本
拠
地
が
出
羽
国
で
あ
る
こ
と
は
『
後
三
年
記
』
の
「
出
羽
国

0

0

0

の
住

人
、
吉
彦
秀
武
と
い
ふ
者
あ
り
」（〈
3
秀
武
登
場
〉）
で
明
ら
か
で
あ
る
。
真
衡

館
で
秀
武
が
砂
金
を
撒
き
散
ら
し
た
あ
と
「
出
羽
国

0

0

0

へ
逃
げ
て
去
に
け
り
」

（〈
4
秀
武
逃
亡
〉）、
そ
れ
を
追
っ
て
真
衡
も
「
す
で
に
出
羽
国

0

0

0

へ
行
き
向
か
ひ

ぬ
」（〈
5
真
衡
出
陣
〉）、「
我
が
身
（
真
衡
）
は
先
の
ご
と
く
出
羽
国

0

0

0

へ
行
き
向

か
ひ
ぬ
」（〈
9
真
衡
再
度
出
陣
〉）
と
、『
後
三
年
記
』
の
序
盤
は
陸
奥
国
と
出
羽

国
と
の
往
復
が
頻
繁
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う

「
出
羽
国
」
と
は
、
実
質
的
に
は
山
北
地
方
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
出

羽
国
の
中
で
も
、
吉
彦
秀
武
の
号
で
あ
る
「
荒
川
太
郎
」
を
根
拠
と
し
て
、
秀

武
は
「
荒
川
」
を
本
拠
地
と
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。「
荒
川
」
に
つ

い
て
は
、
次
の
三
説
が
あ
る
。

第
一
は
、
現
在
の
秋
田
県
大
仙
市
（
旧
仙
北
郡
）
協
和
町
に
荒
川
の
地
名
が

残
る
あ
た
り
で
あ
る
。
こ
こ
を
雄
物
川
上
流
の
淀
川
の
、
さ
ら
に
上
流
の
荒
川

が
流
れ
て
い
る
。
菅
江
真
澄
『
月
の
出
羽
路
』
も
〈
協
和
荒
川
〉
説
を
挙
げ
て

い
る
。
第
二
は
、
現
在
の
仙
北
郡
美
郷
町
（
旧
千
畑
町
）
大
字
小こ

荒あ
ら

川か
わ

で
あ
る
（
明

治
二
十
二
年
の
合
併
以
前
は
小
荒
川
村
）。
こ
れ
を
〈
美
郷
小
荒
川
〉
説
と
略
称
す

る
。
第
三
は
、
伊
藤
直
純
『
我
観
後
三
年
役
』
の
紹
介
す
る
湯
沢
市
（
旧
雄
勝
郡
）

稲
庭
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
荒
川
」
の
号
と
結
び
付
か
な
い
う
え
、
町

史
、
地
名
辞
典
の
類
で
全
く
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
伊
藤
が
何
を
根
拠
に
し
た
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の
か
さ
え
不
明
で
あ
る
。

有
力
な
の
は
第
一
説
、
第
二
説
と
い
う
わ
け
だ
が
、「
荒
川
太
郎
」
を
名
乗

る
者
に
吉
彦
秀
武
と
清
原
武
貞
と
が
い
る
の
で
、
こ
れ
を
二
か
所
の
「
荒
川
」

に
振
り
分
け
よ
う
と
す
る
説
が
あ
る
。『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

秋
田
県
』

「
中
世
支
配
関
係
図
」
で
、〈
協
和
荒
川
〉
を
吉
彦
秀
武
圏
、〈
美
郷
小
荒
川
〉

を
清
原
武
貞
圏
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
後

者
の
ほ
う
が
横
手
盆
地
の
中
心
域
で
、
周
囲
に
肥
沃
な
平
野
が
広
が
っ
て
い
る

た
め
、
清
原
本
流
た
る
武
貞
を
〈
美
郷
小
荒
川
〉
に
充
て
、
消
去
法
と
し
て
傍

流
の
秀
武
を
〈
協
和
荒
川
〉
に
充
て
る
と
い
う
考
え
方
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

従
来
の
説
に
は
、
問
題
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
の
問
題
点
は
、〈
協
和
荒

川
〉
は
そ
も
そ
も
説
と
し
て
擬
定
す
る
に
値
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
は
雄
物
川
の
支
流
の
そ
の
ま
た
支
流
の
山
が
ち
な
地
域
で
、
周
囲
に
平
地
が

ほ
と
ん
ど
な
い
。
高
橋
崇
（
一
九
九
六
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
八
世
紀
ご
ろ

―
―
今
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
十
一
世
紀
よ
り
三
世
紀
ほ
ど
前
―
―
は
ひ
と
つ

の
郡
を
建
置
す
る
の
に
移
民
政
策
を
駆
使
し
、
城
柵
を
中
心
に
土
地
を
開
拓
さ

せ
、
朝
廷
に
帰
順
の
意
を
示
し
て
く
れ
る
現
地
民
を
俘
囚
―
―
蝦
夷
と
区
別
す

る
意
味
で
の
―
―
と
し
て
優
遇
し
つ
つ
、
必
死
の
思
い
で
辺
境
経
営
を
し
て
い

た
の
で
あ
る
（
そ
れ
で
も
飢
饉
や
疫
病
に
よ
っ
て
人
口
減
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
）。
大

塚
徳
郎
も
、
吉
彦
姓
を
名
乗
る
こ
と
は
公
民

0

0

と
し
て
編
戸
0

0

さ
れ
た
あ
か
し
だ
と

述
べ
て
い
る
（
先
述
）。
そ
の
よ
う
な
研
究
成
果
が
、
秀
武
の
よ
う
な
重
鎮
の

本
拠
地
の
擬
定
に
活
か
さ
れ
て
い
な
い
。

航
空
写
真
【
図
1
】
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
諒
解
で
き
る
こ
と
だ
が
、
山
本
・
平

鹿
・
雄
勝
の
山
北
三
郡
の
地
は
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
で
あ
り
、
雄
物
川
上
流
域

の
貴
重
な
平
地
で
あ
る
（
奥
六
郡
も
北
上
川
流
域
の
貴
重
な
平
地
）。
律
令
体
制
と

は
そ
も
そ
も
班
田
収
授
を
根
幹
に
し
た
も
の
で
、
農
耕
（
租
）
を
中
心
に
し
て

調
・
庸
の
貢
納
を
加
え
た
制
度
で
あ
っ
た
（
の
ち
に
崩
れ
る
が
）。
郡
・
郷
・
里

の
建
置
は
―
―
後
世
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
―
―
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
ま
だ
平

野
部
が
基
本
と
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

誤
解
を
与
え
な
い
よ
う
念
の
た
め
述
べ
て
お
く
が
、
平
野
部
が
先
に
開
拓

0

0

さ

れ
て
山
間
部
の
そ
れ
が
後
れ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
東
北
の
山
間
部

で
も
縄
文
・
弥
生
以
降
の
お
び
た
だ
し
い
遺
跡
の
発
掘
が
あ
り
、
厳
然
と
し
て

そ
こ
に
は
人
々
の
暮
ら
し
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ

は
、
た
と
え
ば
胆
沢
城
か
ら
鹿
・
猪
な
ど
を
食
し
た
ら
し
き
痕
跡
（
獣
骨
）
が

協和荒川

稲庭

美
郷
小
荒
川

図1　山北三郡の航空写真と荒川の三説
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発
掘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
耕
を
主
体
と
す
る
文
化
と
は
異
質
な
も
の
で

あ
っ
た
。
彼
ら
は
お
そ
ら
く
、
山
間
部
と
平
地
と
を
自
在
に
往
復
し
て
山
の
恵

み
も
野
の
そ
れ
も
享
受
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
律
令
制
度

は
平
野
部
へ
の
定
住
を
強
制
し
、〈
戸
籍
・
計
帳
〉
で
彼
ら
を
縛
り
つ
け
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
先
進
的
な
弥
生
文
化
が
後
進
的
な
続
縄
文

文
化
を
凌
駕
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
立
場
か
ら
見
れ

ば
、
異
質
な
文
化
ど
う
し
の
せ
め
ぎ
合
い
が
古
代
東
北
に
お
い
て
繰
り
広
げ
ら

れ
た
と
い
う
べ
き
な
の
だ
。

そ
こ
で
話
を
元
に
戻
す
が
、
中
央
政
権
に
恭
順
の
意
を
示
し
て
俘
囚
と
な

り
、「
俘
囚
の
主
」
た
る
清
原
氏
と
の
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
い
る
吉
彦
秀
武
の

本
拠
地
「
荒
川
」
が
、
周
囲
に
田
畑
の
な
い
山
あ
い
の
〈
協
和
荒
川
〉
だ
と
は

ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
吉
彦
秀
武
の
「
荒
川
」
は
〈
美
郷
小
荒
川
〉

の
こ
と
だ
と
断
定
し
た
い
（
あ
と
の
節
で
、
こ
れ
を
微
修
正
す
る
）。

先
行
研
究
の
二
つ
目
の
問
題
点
は
、
清
原
武
貞
圏
と
吉
彦
秀
武
圏
と
い
う
よ

う
に
二
人
の
「
荒
川
太
郎
」
が
相
容
れ
な
い
は
ず
だ
と
い
う
先
入
観
、
固
定
観

念
を
抱
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
二
人
の
「
荒
川
太
郎
」
が
同

時
代
に
並
存
し
て
い
れ
ば
、
二
か
所
に
振
り
分
け
た
く
も
な
る
。
し
か
し
、
こ

の
場
合
、
同
時
代
と
い
え
た
と
し
て
も
同
世
代
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
疑
問
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
二
人
の
「
荒
川
太
郎
」
で
あ
る
清
原
武
貞
と
吉
彦
秀
武
の
、

そ
れ
を
名
乗
っ
た
時
期
が
ず
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、
二
人
の
年
齢
関
係
を
点
検
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
し
か
も
、
二
人
を

区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
識
が
あ
っ
た
の
な
ら
一
方
を
「
荒
川
次
郎

0

0

」
な

ど
と
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
、
同
じ
名
乗
り
を
称
し
て
い
る
の
な
ら
、
む
し
ろ
両

者
の
間
に
継
承
性
（
い
わ
ゆ
る
〝
名
跡
を
継
ぐ
〟
と
い
う
こ
と
）
を
考
え
た
ほ
う
が

よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吉
彦
秀
武
の

ほ
う
が
清
原
武
貞
よ
り
も
十
歳
ほ
ど
年
齢
が
上
と
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
軸
と

し
て
、
第
七
～
八
節
で
詳
述
す
る
。

四　

�

小
荒
川
に
対
応
す
る
〝
本
荒
川
〟
の
存
在�

�

―
―
〈
美
郷
小
荒
川
〉
か
ら
〈
荒
川
地
域
〉
へ
の
微
修
正
―
―

「
荒
川
」
を
め
ぐ
る
三
説
の
う
ち
、
も
は
や
第
一
と
第
三
は
採
る
べ
き
根
拠

が
な
く
、
第
二
の
説
〈
美
郷
小
荒
川
〉
の
み
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
べ
き

だ
が
、
厄
介
な
こ
と
に
、
現
在
、
第
一
説
〈
協
和
荒
川
〉
の
ほ
う
が
「
荒
川
」

な
る
地
名
が
色
濃
く
残
っ
て
い
て
（
旧
村
名
と
し
て
、
川
の
名
と
し
て
、
鉱
山
の
名

と
し
て
）、
第
二
説
〈
美
郷
小
荒
川
〉
の
「
小
荒
川
」
は
存
在
感
の
薄
い
大
字

で
し
か
な
い
。

し
か
し
、「
正
保
四
年
出
羽
国
一
国
絵
図
」（
一
六
四
七
年
、『
角
川
日
本
地
名
大

辞
典 

秋
田
県
』
所
載
）
に
は
「
小
荒
川
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
街
道

に
相
当
す
る
線
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
当
地
は
、
北

の
角
館
方
面
、
南
の
横
手
方
面
、
西
の
大
曲
方
面
、
東
の
国
見
峠
方
面
の
十
字

路
の
よ
う
な
位
置
に
あ
り
、
と
く
に
東
の
国
見
峠
方
面
は
「
南
部
領
大
田
村
江

出
ル
」
と
あ
っ
て
、
山
北
地
方
か
ら
陸
奥
国
に
抜
け
る
ル
ー
ト
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
小
荒
川
」
が
地
理
的
に
見
て
重
要
な
位
置
に
あ
る

こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
「
小
荒
川
」
が
明
治
期
に
荒
川
村
と
な
り
、
現
在
は
美

郷
町
（
旧
千
畑
町
）
の
大
字
と
な
っ
て
残
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、〈
美
郷
小
荒
川
〉
が
「
小
荒
川
」
と
称
す
る
か
ら
に
は
、
近
く

に
〝
大
荒
川
〟
な
い
し
は
〝
本
荒
川
〟
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
じ
つ
は
、

「
荒
川
」
の
第
二
説
と
し
て
美
郷
の
「
小
荒
川
」
を
取
り
立
て
た
旧
説
〔
野
中

（
一
九
九
四
）〕
は
地
名
辞
典
類
で
確
認
で
き
る
程
度
の
浅
い
理
解
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
国
土
地
理
院
の
五
万
分
の
一
地
図
「
金
沢
本
町
」
を
確
認
す
る
と

当
地
に
は
「
小
荒
川
」
以
外
の
「
荒
川
」
が
た
し
か
に
現
存
す
る
。
こ
れ
こ
そ

が
、〝
本
荒
川
〟
だ
ろ
う
。

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
の
『
六
郡
郡
邑
記
』（『
秋
田
県
の
地
名
』）「
六
郷

東
根
村
」
に
よ
る
と
、
六
郷
東
根
村
の
支
郷
と
し
て
、

逢
野
々
村
、
イ
ル
イ
伝
村
、
立
堀
村
、
藤
屋
鋪
村
、
田
中
村
、
中
谷
地
村
、

味
噌
田
村
、
下
ノ
キ
ハ
村
、
野
来
伝
村
、
八
景
村
、
四
天
寺
村
、
一
ツ
屋

村
、
二
ツ
屋
村
、
田
ノ
尻
村
、
ヘ
ビ
沢
村
、
鎧
ヶ
崎
村
、
荒
川
村
、
四
ツ

屋
村
、
湯
田
村
、
七
滝
村
、
中
村
、
関
田
村
、
筑
後
屋
敷
村
、
雀
柳
村
、

細
田
村
、
ヲ
ツ
キ
リ
村
、
紀
伊
国
村

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
傍
線
部
の
五
か
村
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
遡

れ
る
。「
文
禄
三
年
中
郡
村
々
書
上
写
」（
一
五
九
四
年
）
に
「
鎧
崎
・
四
天
寺
・

関
田
・
紀
郡
・
荒
川
」
と
あ
る
も
の
で
、
こ
の
五
か
村
七
〇
七
石
は
「
六
郷
旧

領
」
で
、
小
田
島
氏
が
管
轄
し
て
い
た
と
い
う
（
漆
家
文
書
、『
角
川
日
本
地
名
大

辞
典 

秋
田
県
』「
六
郷
東
根
」）。
こ
の
五
か
村
の
地
名
は
現
存
し
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
地
図
の
上
に
落
と
し
て
み
る
と
、「
小
荒
川
」
と
は
ま
た
別
の
「
荒
川
」

地
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
直
線
距
離
で
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
て
い
る
）

【
図
2
】。

し
か
も
、
近
世
以
来
の
小
字
を
保
存
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
「
小
字
一
覧
」

（『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典 

秋
田
県
』
所
載
）
に
は
、
鎧
ヶ
崎
、
上
四
天
地
、
下
四

天
地
、
上
関
田
、
中
関
田
、
下
関
田
、
南
紀
ノ
国
、
東
紀
ノ
国
、
北
紀
ノ
国
、

西
紀
ノ
国
と
と
も
に
上
荒
川
、
中
荒
川
、
下
荒
川
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
い

わ
い
、
ウ
ェ
ブ
上
の
地
図
サ
イ
ト
で
あ
る
マ
ッ
プ
・
フ
ァ
ン
・
ウ
ェ
ブ
で
は
、

美
郷
町
の
小
字
で
あ
る
「
荒
川
」
の
あ
た
り
を
ポ
イ
ン
ト
す
る
と
、
上
荒
川
、

中
荒
川
、
下
荒
川
と
い
う
地
名
が
表
示
さ
れ
る
。
こ
の
ウ
ェ
ブ
地
図
は
、
一
般

財
団
法
人
日
本
デ
ジ
タ
ル
道
路
地
図
協
会
発
行
「
全
国
デ
ジ
タ
ル
道
路
地
図

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
使
用
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
典
拠
は
地
元
の
地

籍
図
だ
ろ
う
。
ま
た
、
グ
ー
グ
ル
・
マ
ッ
プ
で
も
、
上
荒
川
・
中
荒
川
・
下
荒

川
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
ち
ら
の
〝
本
荒
川
〟
も
黒
森
峠
を
経
て
陸
奥
国
に
抜
け
る
こ
と
の
で
き
る

0 １ 2km

小荒川
赤倉
川

大道川

丸

子
川
（
鞠
子
川
）

四
天
地

下
荒
川

中
荒
川

上
荒
川

紀の国 関田

鎧ヶ崎

鎧ヶ
崎城

（本荒川）

西の沢

七滝川

善
知
鳥
川

湯田沢川

⎫｜｜⎬｜｜⎭

図2　荒川地域（小荒川と本荒川）



八

国際文化学部論集　第14巻 第１号（2013年６月）

77

交
通
の
要
衝
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
籍
図
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
確
認
す
る
と
、

一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
以
上
に
、
こ
の
地
域
は
〝
荒
川
色
〟
が
じ
つ
は
濃
い
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
反
省
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
前
出
「
小
字
一
覧
」

に
よ
る
と
、
真
昼
山
地
の
一
、二
合
目
あ
た
り
ま
で
小
字
が
分
布
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
山
の
恵
み
も
野
の
そ
れ
も
享
受
し
て
い
た
近
世
ま
で
の
生
活
感
を

見
失
っ
て
は
な
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
美
郷
町
の
「
小
荒
川
」
を
中
心
に
し
て
考
え
ら
れ

て
い
た
〝
荒
川
〟
は
、
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
東
の
小
字
「
荒
川
」（〝
本
荒
川
〟）

ま
で
含
め
て
、
や
や
広
い
範
囲
で
〈
荒
川
地
域
〉
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
り

そ
う
だ
。五　

河
川
の
名
称
と
し
て
の
「
荒
川
」

そ
も
そ
も
、「
荒
川
」
な
ど
と
い
う
地
名
は
、
川
の
名
に
由
来
す
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
、「
鞠
子
川
は
、
長な

が

信し

田だ

村
の
東
嶺

に
出
て
、
西
南
に
降
り
、
荒
川

0

0

を
合
せ
、
大
曲
駅
の
北
に
達
し
、
御
（
雄
（物
川
へ
入

る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
長
信
田
村
は
大
仙
市
の
北
東
部
に
あ
た
り
、
平
成
の

市
町
村
合
併
ま
で
は
太
田
町
と
称
し
て
い
た
地
域
の
、
そ
の
東
部
で
あ
る
。
そ

こ
を
流
れ
て
い
る
の
は
、
川
口
川
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
巨
視
的
な
地
理
感

覚
に
釣
り
合
う
「
荒
川
」
と
は
〝
本
荒
川
〟
地
区
を
流
れ
る
丸
子
川
の
支
流
（
湯

田
沢
川
）
の
こ
と
で
は
な
く
、
現
丸
子
川
全
体
の
別
名
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
な
お
、
川
口
川
と
丸
子
川
と
が
合
流
し
、「
大
曲
駅
の
北
」
を
経
て
雄
物

川
に
注
ぐ
と
あ
る
が
、
正
し
く
は
「
大
曲
駅
の
南
」
で
あ
る
（
あ
る
い
は
駅
が
移

転
し
た
も
の
か
）。

払
田
柵
の
先
駆
的
研
究
者
で
あ
る
後
藤
宙
外
が
昭
和
五
年
に
描
い
た
「
仙
北

郡
高
梨
村
払
田
柵
址
略
図
」〔
辻
家
蔵
、
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

（
一
九
九
五
）〕
を
見
て
も
、
こ
の
鞠
子
川
に
「
古
名
荒
川
」
と
注
記
し
て
い
る
【
図

3
・
4
】〔『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
新
潟
県
出
身
の
歴
史
地
理
学
者
で
あ
る
吉
田
東
伍
に

よ
っ
て
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、「
仙
北
郡
高
梨
村
払
田

柵
址
略
図
」
は
地
元
仙
北
郡
払
田
村
の
出
身
で
あ
り
六
郷
町
長
を
務
め
た
後
藤
宙
外
に

よ
っ
て
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。〕。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
荒
川
と
い
う
名
を
も
つ
こ
の
川
の
〝
荒
川
（
暴

れ
川
）
ら
し
き
ゆ
え
ん
〟
に
つ
い
て
で
あ
る
。
払
田
柵
周
辺
は
、
標
高
六
五
メ
ー

ト
ル
の
真
山
、
五
四
メ
ー
ト
ル
の
長
森
と
い
う
丘
陵
部
を
除
け
ば
平
坦
地
で
、

北
の
矢
島
川
（
烏
川
）
と
南
の
丸
子
川
（
鞠
子
川
）
に
挟
ま
れ
て
い
て
、
増
水

す
る
と
周
囲
が
水
浸
し
に
な
っ
て
浮
島
の
よ
う
に
な
る
地
形
で
あ
る
【
図
5
】。

丸
子
川
の
下
流
部
分
は
平
坦
地
ゆ
え
に
往
時
は
流
路
も
定
ま
ら
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
湯
田
沢
川
、
七
滝
川
、
善
知
鳥
川
、
西
の

沢
な
ど
を
合
せ
る
の
で
、
大
雨
が
降
っ
た
場
合
に
は
現
在
以
上
に
す
ぐ
に
水
浸

し
に
な
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
字
通
り
の
「
荒
川
」

で
あ
る
。

そ
の
証
拠
ら
し
き
も
の
が
、
払
田
柵
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
外
郭
の
南

部
に
、
東
か
ら
西
へ
流
れ
て
い
た
河
川
の
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

【
図
6
】。
小
川
で
は
な
い
。
一
般
の
土
手
に
相
当
す
る
角
材
列
や
長
さ
一
七

メ
ー
ト
ル
の
橋
長
と
推
定
さ
れ
る
橋
脚
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
川
が
ほ
ぼ

直
角
に
曲
が
り
、
南
の
丸
子
川
へ
と
注
ぎ
込
ん
で
い
た
ら
し
い
の
だ
【
図
7
】。
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図3　仙北郡高梨村払田柵址略図

図4　鞠子川（古名　荒川）
（図3の部分拡大）

図5　払田柵とその周辺〔払田柵跡調査事務所（1995）より〕
（白丸で囲んだところが払田柵跡）
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図6　払田柵跡の河川跡（出典は図5に同じ。）

図7　屈曲する払田柵跡の河川跡（図中の矢印は水の流れを表す）
〔払田柵跡調査事務所（2012）より。一部加工。〕
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発
掘
調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
水
が
流
れ
た
痕
跡
か
ら
す
る
と
川
幅

は
六
～
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
だ
が
、
大
き
く
蛇
行
し
な
が
ら
流
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
、
河
川

敷
を
含
む
川
幅
は
南
門
付
近
で
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
東
で
は
南
北
二
五
〇

メ
ー
ト
ル
に
も
及
ん
で
、「
外
郭
の
低
地
に
は
河
川
敷
の
占
め
る
割
合
が
非
常

に
大
き
」
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
暴
れ
川
は
、「
荒
川
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し

い
川
だ
ろ
う
。
今
は
見
る
影
も
な
い
が
、
川
底
は
川
の
検
出
面
よ
り
も
二
メ
ー

ト
ル
も
深
く
、
最
下
層
に
は
砂
礫
が
厚
く
堆
積
し
、
そ
こ
か
ら
土
器
や
木
製
品

が
多
く
出
土
し
て
い
る
。
土
器
の
年
代
は
九
世
紀
後
半
～
一
〇
世
紀
初
頭
で
あ

る
。
河
川
は
九
世
紀
初
頭
に
は
存
在
し
、
九
世
紀
後
半
～
一
〇
世
紀
初
頭
の
大0

規
模
な
氾
濫

0

0

0

0

0

を
経
て
、
砂
礫
層
の
堆
積
し
や
す
い
状
況
に
変
化
し
、「
古
代
の

範
囲
内
」
に
は
「
川
と
し
て
の
最
終
段
階
」
を
迎
え
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
一
〇
世
紀
末
ご
ろ
ま
で
に
は
枯
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
『
大
日
本
地
名
辞
書
』「
高
梨
」
の
項
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
九
年

八
月
の
地
震
で
四
尺
（
約
一
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
も
の
河
床
隆
起
が
起
き
た

と
い
う
。
今
は
名
も
な
き
川
の
痕
跡
で
し
か
な
い
が
、
平
安
中
期
に
実
際
に
大

き
な
氾
濫
の
起
こ
っ
た
こ
と
が
考
古
学
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
美
郷
町
羽
貫
谷
地
の
谷
地
中
遺
跡
や
同
町
土
崎
の
厨
川
谷
地

遺
跡
か
ら
も
平
安
期
の
河
川
跡

0

0

0

0

0

0

0

が
検
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
丸
子
川
の
数
あ

る
支
流
の
う
ち
の
一
支
流
だ
け
が
暴
れ
川
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、

こ
の
あ
た
り
は
現
在
で
も
広
い
平
野
部
で
あ
る
こ
と
―
―
山
間
部
の
谷
川
だ
っ

た
ら
水
の
流
路
が
地
形
上
の
制
約
を
受
け
る
の
だ
が
―
―
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
現
在
の
丸
子
川
や
矢
島
川
も
含
め
た
広
い
範
囲
が
「
荒
川
」
―
―
二
人
の

「
荒
川
太
郎
」
の
拠
っ
た
―
―
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
藤
宙
外
に

よ
る
「
古
名
荒
川
」
の
注
記
―
―
丸
子
川
流
域
全
体
が
荒
川
地
域
―
―
に
は
、

そ
れ
相
当
の
正
当
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

さ
き
ほ
ど
、〈
美
郷
小
荒
川
〉
を
微
修
正
し
て
山
麓
部
ま
で
広
げ
た
〈
荒
川

地
域
〉
を
確
認
し
た
（
←
現
存
地
名
か
ら
）
が
、
こ
こ
に
き
て
そ
れ
を
さ
ら
に
拡

大
し
て
、
払
田
柵
周
辺
ま
で
含
む
〈
広
域
的
荒
川
地
域
〉
を
想
定
す
る
必
要
が

出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
←
大
日
本
地
名
辞
書
＋
後
藤
宙
外
＋
考
古
学
）【
図

8
】。

六　

�〈
広
域
的
荒
川
地
域
〉
の
実
相�

�

―
―
大
曲
か
ら
美
郷
ま
で
―
―

そ
も
そ
も
地
名
を
冠
し
て
「
荒
川
太
郎
」
な
ど
と
名
乗
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
地
域
に
誇
り
や
愛
着
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
字
程
度
の
狭
い
地
名
な
ら
ば
名
乗
り
に
使
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、
た
と
え
広

大
で
も
人
も
住
ま
な
い
貧
し
い
地
域
な
ら
ば
や
は
り
名
乗
り
に
使
わ
れ
る
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
払
田
柵
周
辺
の
当
時
の
〈
広
域
的

荒
川
地
域
〉
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

払
田
柵
（
国
指
定
史
跡
）
は
、
現
在
の
秋
田
県
大
仙
市
（
旧
仙
北
町
）
払
田
と

仙
北
郡
美
郷
町
（
旧
千
畑
町
）
本
堂
城
廻
に
ま
た
が
っ
て
位
置
す
る
、
平
安
期

の
城
柵
遺
跡
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
宝
亀
六
年

（
七
七
五
）
に
秋
田
城
か
ら
遷
さ
れ
た
出
羽
国
府
、
す
な
わ
ち
「
河
辺
府
」
で

あ
る
と
の
説
（
後
藤
宙
外
、
新
野
直
吉
な
ど
）、『
続
日
本
紀
』
に
天
平
宝
字
四
年

（
七
六
〇
）
創
建
と
さ
れ
る
「
雄
勝
城
」
で
あ
る
と
の
説
（
高
橋
富
雄
）
が
あ
っ
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▲黒森山

金沢柵跡

旧平鹿郡

旧山本郡

厨川

出川

川口川

真昼川

善知鳥川

七滝川

本荒川

湯田沢川

赤倉
川

美郷町役場

大
仙
市
役
所

雄
物
川

大
戸
川

小荒川

払田柵

矢島
川

丸子川（鞠子川）

横手川

大鳥井山城

横手市役所

0 5km

図8　山本郡と平鹿郡（郡界は出川か）
〔タマゴ型のアミカケ部分が〈広域的荒川地域〉〕
（作図の便宜上、小さめにアミカケしてあるが、実際には 
これより広かったと考えられる。）
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た
。
の
ち
に
科
学
的
年
代
測
定
に
よ
り
創
建
年
代
が
延
暦
年
間
（
八
〇
一
年
の

柵
木
あ
り
）
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
両
説
と
も

年
代
的
に
整
合
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
も
の
の
、〈
城
輪
柵
や
多
賀

城
よ
り
も
大
規
模
で
、
防
御
も
厳
重
を
き
わ
め
、
辺
境
経
営
の
城
柵
と
し
て
最

大
級
の
大
鎮
域
が
文
献
に
記
載
さ
れ
な
い
は
ず
が
な
い
〉
と
し
た
高
橋
の
考
え

方
は
い
ま
だ
に
有
用
で
、
現
在
で
は
、
横
手
盆
地
南
端
部
の
雄
勝
郡
内
に
設
け

ら
れ
た
雄
勝
城
を
の
ち
に
移
転
し
た
「
第
二
次
雄
勝
城
」
説
が
支
持
さ
れ
て
い

る
（
喜
田
貞
吉
、
岡
田
茂
弘
、
熊
田
亮
介
な
ど
）。
ち
な
み
に
小
論
の
考
え
は
、
払

田
柵
を
山
本
郡
の
郡
衙
と
み
る
（
高
山
寺
本
『
和
名
抄
』
が
根
拠
。
別
稿
）。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
払
田
柵
が
古
代
に
お
け
る
横
手
盆
地
北
部
の
重
要
な
施
設
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
払
田
柵
は
西
暦
一
〇
〇
〇
年
頃
に
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い

た
〔
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
（
一
九
九
五
）〕。
吉
彦
秀
武
が
前
九
年
合
戦
前
の
十
一

世
紀
半
ば
に
「
荒
川
太
郎
」
を
名
乗
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
払
田
柵
が
機
能
停

止
す
る
頃
に
は
あ
る
程
度
豊
か
な
土
地
に
な
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
少
な
く

と
も
豊
か
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
機
能

停
止
す
る
頃
の
払
田
柵
が
、
荒
野
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、

人
々
が
一
定
程
度
住
み
着
い
て
い
て
共
同
体
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
地
域
に
は
蕨
手
刀
が
出
土
し
た
石
森
古
墳
（
美
郷
町
六
郷
東
根
中
村
）、

勾
玉
が
出
土
し
た
外
川
原
Ⅱ
遺
跡
（
美
郷
町
金
沢
東
根
南
外
川
原
）
な
ど
が
あ
り
、

古
代
か
ら
確
固
た
る
権
力
を
持
っ
た
者
が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
周
辺
の
遺
跡
発
掘
の
成
果
の
中
か
ら
、
平
安
時
代
の
も
の
に
限
っ
て

列
挙
す
る
だ
け
で
も
、
次
の
よ
う
に
一
〇
件
に
も
及
ぶ
〔
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
秋
田

県
遺
跡
地
図
情
報
」（
秋
田
県
教
育
庁　

生
涯
学
習
課
文
化
財
保
護
室
）
に
よ
る
〕。

１
、
本
堂
城
跡
（
美
郷
町
本
堂
城
回
字
館
間
）
…
竪
穴
状
遺
構
・
溝
跡
・
溝
状

遺
構
・
土
坑
・
柵
列
跡
・
柱
穴
、
土
師
器
・
須
恵
器
・
墨
書
土
器
・
灰
釉

陶
器
・
燈
明
皿

２
、
六
郷
城
跡
（
美
郷
町
六
郷
字
古
館
）
…
土
師
器
・
須
恵
器

３
、
谷や

地ち

中な
か

遺
跡
（
美
郷
町
羽
貫
谷
地
字
地
中
）
…
掘
立
柱
建
物
跡
・
土
坑
・

柱
穴
・
河
川
跡
、
土
師
器
・
須
恵
器
・
木
製
品
（
斎
串
・
棒
状
木
製
品
・
箸
・

漆
碗
・
刷
毛
）

４
、
築つ

き

立だ
て

遺
跡
（
美
郷
町
羽
貫
谷
地
字
築
立
）…
竪
穴
住
居
跡
・
柱
穴
、
土
師
器
・

須
恵
器
・
内
黒
土
師
器
・
木
製
品
（
箸
）

５
、
前
森
遺
跡
（
美
郷
町
金
沢
字
前
森
）
…
土
師
器

６
、
南
谷
地
遺
跡
（
美
郷
町
飯
詰
字
南
谷
地
）
…
柱
穴
、
土
師
器
・
須
恵
器

７
、
石
名
館
遺
跡
（
美
郷
町
南
町
石
名
館
）
…
竪
穴
住
居
跡
・
柱
穴
、
土
師
器
・

須
恵
器
・
内
黒
土
師
器
・
木
製
品
（
箸
）

８
、
内
村
遺
跡
（
美
郷
町
千
屋
字
内
村
）
…
竪
穴
住
居
跡
・
土
坑
、
土
師
器
・

須
恵
器
・
緑
釉
陶
器
・
青
磁
・
和
鏡

９
、
厨
川
谷
地
遺
跡
（
美
郷
町
土
崎
字
厨
川
谷
地
）
…
掘
立
柱
建
物
跡
・
溝
状

遺
構
・
土
坑
・
土
器
埋
設
遺
構
・
河
川
跡
・
柵
列
跡
・
柱
穴
、
内
黒
土
師

器
・
須
恵
器
・
墨
書
土
器
・
灰
釉
陶
器
・
緑
釉
陶
器
・
木
製
祭
祀
具
（
形

代
・
斎
串
・
人
形
・
刀
形
・
陽
物
）・
木
製
品
（
曲
物
・
漆
器
・
糸
車
）

10
、
湯
ノ
沢
遺
跡
（
美
郷
町
金
沢
東
根
字
湯
ノ
沢
）
…
土
師
器

こ
こ
に
挙
げ
た
事
例
の
う
ち
、
た
と
え
ば
大
字
小
荒
川
近
く
の
内
村
遺
跡
の
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遺
物
で
い
え
ば
、
和
鏡
が
曲
物
に
入
っ
て
い
た
こ
と
、
緑
釉
陶
器
が
近
江
産
で

あ
る
こ
と
、
青
磁
が
越
州
窯
系
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
厨
川
谷
地
遺

跡
か
ら
は
形
代
・
斎
串
な
ど
中
央
ふ
う
の
祭
祀
具
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

は
、
払
田
柵
か
ら
西
に
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
場
所
で
あ
る
。
考
古
学
的
な

成
果
と
は
別
だ
が
、
本
覚
寺
（
美
郷
町
六
郷
字
東
高
方
町
）
に
は
、「
貞
観
の
写
経
」

（
秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財
）
が
現
蔵
し
て
い
る
。
平
安
期
の
山
北
地
方
が
閉
鎖

的
な
空
間
で
は
な
く
、
内
地
と
も
交
流
・
交
易
す
る
よ
う
な
土
地
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
縄
文
・
弥
生
あ
る
い
は
中
世
・
近
世
な
ど

数
多
く
の
発
掘
成
果
が
あ
る
中
で
、
右
に
挙
げ
た
の
は
平
安
時
代
の

0

0

0

0

0

美
郷
町
に

限
っ
た
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
平
安
時
代
と
い
っ
て
も
奥
州
藤
原
氏
時
代
の
も
の
も

含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
、
中
央
の
文
化
が
平

安
末
の
こ
の
地
域
に
突
如
出
現
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
）。

美
郷
町
の
一
〇
件
と
は
別
に
、
大
仙
市
の
雄
物
川
東
岸
地
域
、
と
く
に
丸
子

川
・
矢
島
川
・
川
口
川
の
流
域
に
も
、
次
の
よ
う
な
遺
跡
・
遺
物
が
検
出
・
発

掘
さ
れ
て
い
る
（
い
ず
れ
も
平
安
期
の
も
の
）。

１
、
繁
昌
Ⅱ
遺
跡
（
大
仙
市
高
梨
字
繁
昌
）
…
土
師
器
、
須
恵
器

２
、
上
り
場
Ⅱ
遺
跡
（
大
仙
市
高
梨
字
上
り
場
）
…
土
師
器
、
須
恵
器

３
、
四
十
八
遺
跡
（
大
仙
市
上
野
田
字
四
十
八
）
…
土
師
器
、
須
恵
器

４
、
中
村
遺
跡
（
大
仙
市
上
野
田
字
中
村
）
…
土
師
器
、
須
恵
器

５
、
一
ツ
森
Ⅱ
遺
跡
（
大
仙
市
堀
見
内
字
一
ツ
森
）
…
須
恵
器

６
、
下
川
原
遺
跡
（
大
仙
市
払
田
字
下
川
原
）
…
土
師
器

少
し
離
れ
た
場
所
だ
が
、
払
田
柵
か
ら
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
北
北
東
の
大
仙
市

豊
川
の
観
音
堂
（
字
）
の
水
神
社
に
は
、
国
宝
「
線
刻
千
手
観
音
等
鏡
像
」
が

ご
神
体
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
十
一
世
紀
末
ご
ろ
―
―
ま
さ
に

吉
彦
秀
武
の
時
代
―
―
の
青
銅
の
鏡

で
あ
る
【
図
9
】。

残
念
な
が
ら
こ
の
神
社
の
近
く
を

流
れ
る
斉
内
川
は
「
荒
川
」
の
別
名

を
持
つ
わ
け
で
は
な
く
、
丸
子
川
の

支
流
で
も
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
を

二
人
の
「
荒
川
太
郎
」
の
拠
っ
た

「
荒
川
」
に
擬
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
の
、
十
一
世
紀
の
山
北
地
方

の
文
化
的
水
準
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
文
化
的
水
準
の
高
さ
と
広
が
り
を
見
る
と
、
や
は
り
〝
点
在
〟

と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
な
く
面
的
な
広
が
り
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
〈
広
域
的
荒
川

地
域
〉
を
想
定
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
だ
。

＊　
　
　
　
　

＊

こ
こ
ま
で
に
、〈
美
郷
小
荒
川
〉
か
ら
始
ま
っ
て
山
麓
の
〝
本
荒
川
〟
ま
で

含
む
〈
荒
川
地
域
〉
の
想
定
を
経
て
、
払
田
柵
周
辺
の
「
荒
川
」（
丸
子
川
）
ま

で
含
む
〈
広
域
的
荒
川
地
域
〉
を
想
定
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
く
る

と
、
雄
物
川
に
面
し
た
大
曲
地
区
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た

ら
ざ
る
を
え
な
い
。

九
世
紀
初
頭
の
『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
最
上
川
で
は
六
つ
の
水
駅
が
設
け

図9　�水神社蔵・線刻千手観音等
鏡像（部分）
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ら
れ
、
か
な
り
上
流
ま
で
河
川
交
通
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
雄
物
川

に
つ
い
て
は
駅
路
の
終
着
が
秋
田
城
（
秋
田
市
寺
内
）
だ
っ
た
ゆ
え
に
中
流
の

白
谷
駅
（
秋
田
市
雄
和
新
波
＝
推
定
）
か
ら
下
流
ま
で
の
水
路
し
か
利
用
さ
れ
な

か
っ
た
が
、
日
常
生
活
で
は
大
曲
や
平
鹿
ま
で
雄
物
川
が
活
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
だ
ろ
う
。
大
曲
は
、
雄
物
川
流
域
で
も
重
要
な
支
流
の
合
流
点
で
あ
り
、
近

世
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
が
羽
州
街
道
の
大
き
な
宿
駅
で
も
あ
っ
た
し
、
角

館
街
道
（
北
北
東
へ
）
や
沼
館
街
道
（
南
南
西
へ
）
の
起
点
に
も
な
っ
て
い
る
。

大
仙
市
大
曲
丸
の
内
の
八
幡
神
社
境
内
に
あ
る
虎
王
丸
供
養
塔
（
総
高
三
・
二

メ
ー
ト
ル
、
五
層
、
秋
田
県
重
要
文
化
財
）
に
は
、「
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
七

月
五
日
」
の
銘
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
大
曲
の
中
世
以
降
の
発
展
状
況
を
鑑
み

て
、
そ
こ
へ
向
け
て
の
平
安
後
期
か
ら
の
歴
史
の
接
続
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ

し
て
ま
た
大
曲
に
注
ぎ
込
む
丸
子
川
（
鞠
子
川
）
の
古
名
が
「
荒
川
」
で
あ
る

こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
ま
た
矢
島
川
・
丸
子
川
と
そ
の
支
流
も
含

め
て
こ
の
あ
た
り
一
帯
が
平
安
期
に
は
暴
れ
川
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
思
い

合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
美
郷
の
〝
本
荒
川
〟
か
ら
払
田
柵
を
経
て
大
曲
ま
で
の
丸

子
川
・
矢
島
川
流
域
を
〈
広
域
的
荒
川
地
域
〉
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
大
曲
ま
で
含
め
て
の
〈
広
域
的
荒
川
地
域
〉
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、

清
原
氏
と
対
等
の
意
識
を
も
つ
ほ
ど
の
「
荒
川
太
郎
」
吉
彦
秀
武
が
水
利
の
拠

点
を
抑
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
え
っ
て
不
可
解
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

か
つ
て
の
荒
川
（
矢
島
川
・
丸
子
川
な
ど
）
の
氾
濫
が
収
ま
っ
た
の
が
十
世
紀

末
ご
ろ
（
西
暦
一
〇
〇
〇
年
ご
ろ
）
と
み
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
吉
彦
一

族
―
―
も
と
も
と
は
払
田
柵
周
辺
に
住
ま
わ
さ
れ
た
俘
囚
―
―
が
農
地
拡
大
に

よ
っ
て
勢
力
を
伸
ば
し
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
秀
武
の
祖
父
か
曾
祖
父
の

時
代
で
あ
る
。
折
し
も
、
払
田
柵
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
西
暦
一
〇
〇
〇
年
ご
ろ
に

官
衙
と
し
て
の
役
割
を
終
え
、
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
そ
の
理
由
は
、
官
衙
と
し
て
の
機
能
が
平
鹿
郡
衙
に
吸
収
さ
れ
た
た
め
と
み
る
。
別
稿
）。

官
衙
勢
力
が
荒
川
地
域
か
ら
引
き
上
げ
、
丸
子
川
周
辺
の
広
域
の
荒
川
が
氾
濫

し
な
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
二
、三
世
代
の
う
ち
に
急
速
に
私
的
勢
力
が
拡
大

し
た
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

　

七　

吉
彦
秀
武
と
清
原
氏
と
の
二
重
の
関
係

こ
こ
ま
で
に
、
第
二
節
で
焦
点
化
し
た
①
在
地
領
主
と
し
て
の
成
長
、
②
清

原
氏
と
の
姻
戚
関
係
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
考
察
を
終
え
た
。
第
七
～
八
節
で

は
、
②
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

そ
も
そ
も
、
清
原
と
吉
彦
と
で
は
、
そ
の
名
の
る
姓
（
中
央
系
の
「
清
原
」
と

俘
囚
系
の
「
吉
彦
」）
か
ら
み
て
も
、
歴
史
的
経
緯
（
中
央
政
権
へ
の
帰
順
は
清
原
氏

が
八
世
紀
前
半
、
吉
彦
氏
が
八
世
紀
中
葉
と
推
定
さ
れ
る
（
1
（

）
か
ら
み
て
も
、『
陸
奥
話

記
』
に
見
え
る
よ
う
な
当
時
の
位
置
づ
け
（「
出
羽
国
山
北
の
俘
囚
の
主0

清 

原
…
…
」）
か
ら
み
て
も
、
清
原
氏
の
ほ
う
が
一
ラ
ン
ク
上
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

（
中
央
か
ら
見
れ
ば
同
じ
俘
囚
だ
と
し
て
も
）。
そ
れ
が
姻
戚
関
係
を
結
ぶ
よ
う
な
関

係
に
な
る
に
は
、
清
原
氏
が
吉
彦
一
族
を
無
視
で
き
な
く
な
る
ほ
ど
に
吉
彦
一

族
が
経
済
力
・
求
心
力
を
獲
得
し
、
清
原
氏
と
肩
を
並
べ
る
く
ら
い
の
存
在
に

な
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
払
田
柵
が
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
西
暦

一
〇
〇
〇
年
ご
ろ
以
降
の
数
十
年
間
に
想
定
で
き
る
流
れ
で
あ
る
。
こ
の
数
十
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年
の
間
に
、
山
本
郡
の
吉
彦
氏
は
平
鹿
郡
の
清
原
一
族
と
交
流
を
深
め
て
い
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（【
図
8
】
参
照
）。

1　
「
武
則
が
母
方
の
甥
」
の
問
題

ま
ず
、
本
文
批
判
の
問
題
と
し
て
、『
陸
奥
話
記
』
で
は
「
武
則
の
甥
に
し
て
、

又
婿
な
り
」、『
後
三
年
記
』
で
は
「
武
則
が
母
方
の
甥
、
ま
た
、
聟
な
り
」
と

あ
っ
て
、「
母
方
の
」
が
あ
る
か
な
い
か
の
異
同
を
生
じ
て
い
る
。「
武
則
が
母

方
の
…
…
」
と
く
れ
ば
「
甥
」
で
は
な
く
「
従
兄
弟
」
と
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
し
、

「
武
則
が
…
…
甥
」
と
『
陸
奥
話
記
』
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
武
則
の
姉
妹

の
子
ど
も
で
あ
る
「
甥
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
後
者
が
真
実
だ
っ
た

と
す
れ
ば
「
母
方
の
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
混
入
し
て
く
る
理
由
を
見
い
だ
せ

な
い
か
ら
、「
母
方
の
…
…
」
を
有
す
る
異
文
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
は
そ
れ
を

無
視
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
転
写
の
過
程
で
煩
瑣
な
情
報
が
欠
落

し
て
ゆ
く
こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き
る
が
、
根
拠
も
な
く
異
情
報
（
こ
こ
で
は

「
母
方
の
」）
が
混
入
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
別
稿
で
述
べ
る
が
、『
陸
奥
話
記
』

は
段
階
的
に
成
立
し
て
お
り
、
成
立
当
初
の
原
型
を
留
め
て
い
る
と
い
う
点
で

は
『
後
三
年
記
』
の
ほ
う
が
信
頼
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、『
陸
奥
話
記
』
は
言
葉
足
ら
ず
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
の
信
頼
性
と
し
て
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
『
後
三
年
記
』
を
採
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
武
則
が
甥
」

で
は
な
く
「
武
則
が
母
方
の
甥
」
を
本
来
の
記
述
と
捉
え
、〝
武
則
の
母
方
に

つ
な
が
る
甥
〟
の
意
味
と
考
え
る
。

次
に
、〝
武
則
の
母
方
に
つ
な
が
る
甥
〟
を
ど
う
解
釈
す
る
か
の
問
題
が
あ

る
。
武
則
の
父
清
原
某
が
直
接
、
吉
彦
氏
の
娘
を
娶
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
な
ら
ば
「
武
則
が
母
方0

の
甥
」
で
は
な
く
「
武
則
が
母
の
甥
」
と
素
直
に

表
現
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、『
後
三
年
記
』
で
清
原
真
衡
が
秀
武
に
対
し

て
、
次
の
よ
う
に
歯
牙
に
も
か
け
な
い
よ
う
な
見
下
し
か
た
を
し
て
い
る
の
も

気
に
な
る
。

さ
ま
ざ
ま
の
事
ど
も
し
た
る
中
に
、
朱
の
盤
に
金
を
う
づ
た
か
く
積
み

て
、
目
の
上
に
自
ら
捧
げ
て
、
庭
に
歩
み
出
で
、
た
か
庭
に
跪
き
て
、
盤

を
頭
の
上
に
捧
げ
て
居
た
る
を
、
真
衡
、
護
持
僧
に
て
五
そ
う
の
君
と
い

ひ
け
る
奈
良
法
師
と
囲
碁
を
打
ち
入
り
て
、
や
や
久
し
く
な
り
て
、
秀
武
、

老
の
力
、
疲
れ
て
、
苦
し
く
な
り
て
〈
4
秀
武
逃
亡
〉

こ
の
「
金
」
は
砂
金
だ
ろ
う
。
盤
に
「
う
づ
た
か
く
」
積
め
ば
た
い
へ
ん
な

重
量
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
両
手
で
「
目
の
上
に
」
す
な
わ
ち
目
の
高
さ
よ
り
も

上
に
捧
げ
持
ち
、
庭
に
「
跪
」
い
て
か
ら
さ
ら
に
「
頭
の
上
に
」
ま
で
「
捧
げ
」

て
い
る
こ
と
か
ら
、
秀
武
は
真
衡
に
対
し
て
明
ら
か
に
臣
従
の
礼
を
と
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
は
清
原
氏
の
同
族
だ
と
い
う
自
負
を
持
ち
な
が
ら

も
、
こ
の
場
面
で
は
、
中
央
か
ら
下
向
し
て
き
た
客
人
の
手
前
を
考
え
た
の
か
、

あ
る
い
は
当
主
と
し
て
の
真
衡
の
顔
を
た
て
て
や
ろ
う
と
し
た
の
か
、
真
衡
に

敬
仰
の
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
秀
武
に
対
す
る
真
衡
の
態

度
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
の
秀
武
の
心
話
文
に
も
「
老
の
身
を
屈
め
て
庭
に
き
た

る
を
久
し
く
見
入
れ
ぬ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
真
衡
は
秀
武
を
ほ
と
ん
ど
無
視
す

る
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
真
衡
の
態
度
に
は
、
吉
彦
一
族
に
対
す

る
侮
蔑
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
歴
史
と
由
緒
の
あ
る
相
伝
の
家
人
な

ら
、
こ
う
い
う
軽
ん
じ
た
扱
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、『
保
元
物
語
』

の
源
義
朝
は
、
鎌
田
正
清
・
波
多
野
義
通
ら
郎
等
た
ち
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
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な
侮
蔑
的
態
度
を
け
っ
し
て
見
せ
な
い
。
吉
彦
一
族
は
、
こ
こ
数
代
で
勢
力
を

伸
ば
し
た
成
り
上
が
り
的
な
存
在
な
の
で
は
な
い
か
。
秀
武
は
清
原
氏
に
対
し

て
対
等
だ
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
を
も
っ
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
（
先
述
）、
両
者
の

認
識
に
ず
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
が
成
り
上
が
り
の
場
合
、
あ

り
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
双
方
の
認
識
上
の
温
度
差
を
嗅
ぎ
分
け

る
と
、
二
世
代
前
の
武
則
の
父
の
時
期
に
、
清
原
氏
と
吉
彦
氏
と
は
ま
だ
直
接

の
姻
戚
関
係
【
系
図
Ａ
】
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
そ
の
婚
姻

関
係
は
、
清
原
氏
で
も
吉
彦
氏
で
も
な
い
第
三
の
氏
族
（
た
と
え
ば
橘
氏
）
を
介

在
さ
せ
た
、
間
接
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
武
則
の
父
清
原
某
は

他
氏
族
の
娘
と
結
婚
し
、
そ
の
娘
の
妹
が
吉
彦
氏
に
嫁
い
だ
【
系
図
Ｂ
】
と
考

え
れ
ば
、
武
則
か
ら
秀
武
を
見
て
「
武
則
が
母
方0

の
甥
」
と
い
う
表
現
は
し
っ

く
り
く
る
。

な
お
こ
こ
で
、
吉
彦
秀
武
父
の
妻
と
な
っ
た
女
性
を
〝
武
則
の
母
の
妹0

〟
と

限
定
的
に
い
う
の
は
、
後
述
の
武
貞
の
姉0

が
吉
彦
秀
武
と
結
婚
す
る
こ
と
と
関

連
し
て
い
る
。
清
原
氏
三
代
（
武
則
父
―
武
則
―
武
貞
）
の
間
に
吉
彦
氏
は
二
代

（
秀
武
父
―
秀
武
）
し
か
進
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
（【
系
図
Ｃ
】
参
照
）。
ゆ
え
に
、

系
図
Ａ〔
直
接
的
姻
戚
関
係
〕…

武
則
の
母
の
甥

吉
彦
秀
武
祖
父

吉
彦
秀
武
父

武
則
の
母

清
原
武
則
父

清
原
武
則

吉
彦
秀
武

×

系
図
Ｂ〔
間
接
的
姻
戚
関
係
〕…

武
則
の
母
方
の
甥

橘
氏
な
ど
他
氏

吉
彦
秀
武
父

武
則
の
母
の
妹

吉
彦
秀
武

武
則
の
母

清
原
武
則
父

清
原
武
則

○

﹅
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吉
彦
秀
武
父
の
妻
と
な
っ
た
女
性
を
〝
武
則
の
母
の
妹0

〟
と
し
、
吉
彦
秀
武
の

妻
と
な
っ
た
女
性
を
〝
武
貞
の
姉0

〟
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

2　
「
武
則
が
聟
」
の
問
題

吉
彦
秀
武
と
清
原
一
族
と
の
間
に
は
二
重
の
関
係
が
あ
る
。
一
つ
に
は
今
述

べ
た
「
武
則
が
母
方
の
甥
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
「
武
則
が
聟
」
で
あ
る
。

前
者
は
〈
武
則
の
母0

に
関
す
る
姻
戚
〉
で
あ
る
の
に
対
し
て
後
者
は
〈
武
則
の

子
ど
も
の

0

0

0

0

結
婚
相
手
〉
と
い
う
世
代
的
順
序
か
ら
い
っ
て
、
先
に
「
武
則
の
母

の
甥
」
と
い
う
関
係
が
結
ば
れ
、
次
に
「
武
則
が
聟
」
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、「
武
則
が
母
方
の
甥
」
と
は
違
っ
て
「
武
則
が
聟
」
と
な
る
と
、
吉
彦
・

清
原
両
氏
の
関
係
は
よ
り
密
接
に
な
る
。
こ
れ
は
武
則
の
娘
を
秀
武
に
嫁
が
せ

た
と
い
う
意
味
で
、
直
接
的
な
関
係
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
永
保
三
年

（
一
〇
八
三
）
の
時
点
で
七
十
歳
代
と
考
え
ら
れ
る
吉
彦
秀
武
が
二
十
歳
ご
ろ

に
清
原
の
娘
と
結
婚
し
た
（
一
〇
三
三
年
ご
ろ
）
と
し
て
五
十
年
も
対
等
の
親

戚
づ
き
あ
い
を
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、『
後
三
年
記
』
で
「
わ
れ
、
正
し
き
一

家
の
者
な
り
」
と
プ
ラ
イ
ド
を
見
せ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
半
世
紀
以
上
の
時
を
か
け
、
世
代
に
し
て
二
、三
世
代
ほ
ど
を
か
け
て
、

俘
囚
と
し
て
格
下
の
吉
彦
秀
武
一
族
が
力
を
付
け
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す

る
の
で
あ
る
。

か
り
に
、
世
代
間
隔
を
二
十
五
年
と
し
て
五
十
歳
で
生
涯
を
終
え
る
と
し

て
、
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
時
点
で
「
七
旬
之
老
屈
」
と
さ
れ
る
秀
武
を

七
十
一
歳
と
想
定
し
た
う
え
で
、
秀
武
ま
で
四
代
に
至
る
吉
彦
一
族
の
成
長
の

歩
み
を
整
理
す
る
と
、【
図
10
】
の
よ
う
に
な
る
。

八　

�

吉
彦
秀
武
と
清
原
武
貞�

�

―
―
吉
彦
氏
と
清
原
氏
の
関
係
の
変
化
―
―

二
人
の
「
荒
川
太
郎
」
の
号
が
重
複
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
荒
川
地
域
の
継

橘

　某
女

姉妹

女

清
原
武
則
父

吉
彦
秀
武
父

清
原
光
頼

清
原
武
則

清
原
武
貞

清
原
真
衡

大
鳥
井
山
頼
遠

橘 

頼
貞

橘 

貞
頼

吉
彦
秀
武

系
図
Ｃ 

吉
彦
秀
武
と
清
原
氏
の
二
重
の
関
係

武

武

則

則

の

の

母

方

の

甥

聟



吉彦秀武の実像

一
九

66

承
性
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
問
題
に
な
る

の
は
、
そ
の
先
後
関
係
で
あ
る
。

『
陸
奥
話
記
』
で
は
、
武
貞
に
つ
い
て
「
荒
川
太
郎
」
の
号
は
一
度
も
用
い

ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
の
『
後
三
年
記
』
で
は
、「
永
保
の
こ
ろ
、
奥
六
郡
が

中
に
清
原
真
衡
と
い
ふ
者
あ
り
。
荒
河
太
郎
武
貞
が
子
、
鎮
守
府
将
軍
武
則
が

孫
な
り
」
と
武
貞
に
つ
い
て
の
み
「
荒
川
太
郎
」
の
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
後
三
年
記
』
で
は
、
吉
彦
秀
武
に
つ
い
て
は
「
荒
川
太
郎
」
と
は
呼
ん
で
い

な
い
の
で
あ
る
。

『
陸
奥
話
記
』

『
後
三
年
記
』

吉
彦
秀
武

荒
川
太
郎

×

清
原
武
貞

×

荒
川
太
郎

こ
の
こ
と
と
、
武
貞
よ
り
秀
武
の
年
齢
が
約
十
歳
年
上
で
あ
る
こ
と
（
別
稿
）

を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
先
に
「
荒
川
太
郎
」
を
名
乗
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
吉

彦
秀
武
だ
ろ
う（

2
（

。

根
拠
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
平
鹿
郡
（
横
手
）
と
山
本
郡
（
美
郷
）
と
で

は
平
鹿
郡
の
ほ
う
が
先
に
拓
け
た
土
地
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
く
、
そ

こ
に
清
原
氏
が
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
俘
囚
た
る
秀
武
の
本
拠
地
は
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
く
北
の
山
本
郡
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
武
貞
が
初

め
か
ら
山
本
郡
の
〈
広
域
的
荒
川
地
域
〉
に
拠
っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
無
理

が
あ
る
。

土
地
の
価
値
は
、
前
九
年
の
戦
前
と
戦
後
と
で
は
変
わ
っ
て
く
る
。
前
九
年

の
戦
前
は
、
清
原
一
門
で
あ
る
こ
と
を
自
負
す
る
吉
彦
秀
武
が
「
荒
川
」
を
領

この約1世紀の間に〈広域的荒川地域〉で吉彦一族が勢力伸長したか。

947生　秀武の曽祖父　997没

972生　秀武の祖父　1022没

997生　秀武の父　1047没

1023生　吉彦秀武　1083＝71歳

…

こ
の
こ
ろ
荒
川（
丸
子
川
な
ど
）の
氾
濫
終
息
か
。

…

こ
の
こ
ろ
払
田
柵
の
機
能
停
止
か
。

…

こ
の
こ
ろ
武
則
の
母
の
妹
と
秀
武
の
父
が
結
婚
か
。

…
一〇
四
八
頃
、武
則
息
女
と
秀
武
が
結
婚
か
。

…

一〇
六
二
年
、秀
武
、前
九
年
合
戦
に
参
戦（
五
〇
歳
）。

…

一〇
六
五
年
頃
、秀
武
が
武
貞
に
荒
川
を
譲
渡
か
。

…

一〇
七
五
年
頃
、真
衡
、家
督
を
相
続
か
。

⎧｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎨｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎩

図10　吉彦4世代の図解



二
〇

国際文化学部論集　第14巻 第１号（2013年６月）

65

し
た
の
だ
ろ
う
（『
陸
奥
話
記
』
の
「
荒
川
太
郎
」
よ
り
）。
同
時
期
に
、
大
鳥
井

山
城
あ
た
り
が
山
北
三
郡
の
中
心
部
の
、
沼
柵
あ
た
り
が
そ
の
南
部
の
、
そ
れ

ぞ
れ
中
核
的
な
施
設
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
荒
川
」
は
そ
の
北
部
の
中
心
と

い
う
位
置
づ
け
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
荒
川
」
は
山
北
で
第
二
、
第
三

ぐ
ら
い
の
要
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

と
こ
ろ
が
前
九
年
の
戦
後
に
な
る
と
、
奥
六
郡
か
ら
安
倍
氏
が
消
え
た
状
況

に
な
っ
て
お
り
、
武
則
は
鎮
守
府
将
軍
と
し
て
胆
沢
城
に
移
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
そ
れ
に
連
動
し
て
、
武
則
の
嫡
子
武
貞
が
山
北
の
要
地
で
あ
る
「
荒
川
」

を
任
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
武
貞
が
早
世
（
五
十
歳
ぐ
ら
い
で
）
し
た
こ
ろ

に
、
相
次
い
で
武
則
も
死
去
し
て
い
る
（
七
十
歳
近
く
で
）。
こ
の
時
期
は
、

一
〇
七
〇
年
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
五
年
程
度
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
根
拠

は
、『
後
三
年
記
』〈
1
真
衡
の
威
勢
〉
の
次
の
よ
う
な
表
現
か
ら
、
安
定
し
た

真
衡
政
権
が
五
年
以
上
は
続
い
て
い
た
よ
う
に
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。

真
衡
、
威
勢
父
祖
に
勝
れ
て
、
国
中
に
肩
を
並
ぶ
る
者
な
し
。
心
う
る
は

し
く
し
て
、
僻
事
を
行
な
は
ず
、
国
宣
を
重
く
し
、
朝
威
を
忝
く
す
。
こ

れ
に
よ
り
て
、
堺
の
中
、
穏
や
か
に
し
て
、
兵
、
治
ま
れ
り
。

永
保
三
年
の
時
点
で
の
真
衡
を
四
十
～
四
十
五
歳
と
推
定
し
た
（
別
稿
）
の

で
、
か
り
に
真
衡
が
一
〇
七
五
年
に
家
督
を
継
い
だ
と
仮
定
し
た
ら
、
そ
れ
は

三
十
二
～
三
十
七
歳
く
ら
い
の
こ
と
と
な
る
。
無
理
の
な
い
想
定
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
一
〇
七
〇
年
前
後
に
武
則
・
武
貞
父
子
が
相
次
い
で
死
去
し
た
ら
、

奥
六
郡
・
山
北
三
郡
を
統
合
す
る
中
心
地
・
衣
川
館
に
真
衡
が
移
っ
た
た
め
、

山
北
三
郡
の
ほ
う
が
空
き
に
な
る
。
す
る
と
、
吉
彦
秀
武
が
再
び
「
荒
川
」
に

拠
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
あ
る
い
は
、
大
鳥
井
山
城
な
ど
に
入
っ
た
可
能
性
も

あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
。

吉
彦
氏
と
清
原
氏
と
の
間
で
、
あ
え
て
号
の
継
承
性
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
同

じ
名
称
を
用
い
て
い
る
の
は
、
吉
彦
秀
武
が
武
則
の
娘
（
武
貞
の
姉
）
と
の
結

婚
を
許
さ
れ
た
返
礼
と
し
て
、
自
ら
の
一
族
が
数
代
か
け
て
守
り
、
豊
か
に
育

ん
で
き
た
〈
広
域
的
荒
川
地
域
〉
の
土
地
を
、
武
則
の
嫡
子
た
る
武
貞
（
秀
武

の
妻
の
弟
）
に
差
し
出
し
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
そ
の
時
期
に
ま

だ
武
則
が
健
在
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
父
武
則
が
平
鹿
郡
に
、
子
武
貞
が
山
本

郡
の
〈
広
域
的
荒
川
地
域
〉
に
住
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
払
田
柵
周

辺
の
治
水
や
開
拓
に
よ
っ
て
経
済
力
を
付
け
た
吉
彦
秀
武
が
、
清
原
武
貞
に
土

地
を
差
し
出
し
、「
荒
川
太
郎
」
の
号
の
継
承
関
係
が
発
生
し
た
、
と
い
う
推

測
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
吉
彦
秀
武
と
清
原
武
貞
の
間
に
「
荒
川
太
郎
」
の
号
が

共
通
す
る
こ
と
と
、
秀
武
が
武
貞
の
姉
（
武
則
の
娘
）
と
結
婚
し
て
い
る
こ
と

（安倍氏）

（吉彦秀武）

（清原本流）

（清原武則）

（清原武貞）

（清原真衡）

（清原武衡）

（清原家衡）

（吉彦秀武の居
住地は不明）

（吉彦秀武は荒川周辺
に戻ったか）

前

九

年

以

前

前

九

年

直

後

前
九
年
か
ら
十
年
後

・衣川館

・衣川館

・胆沢城

荒川・

荒川・

荒川・

金沢柵・

・沼柵

大鳥井山城・
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と
は
連
動
し
て
い
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
姻
戚
関
係
が
あ
れ
ば
所
領
を
譲
渡
す

る
よ
う
な
関
係
が
生
じ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
し
、
逆
に
所
領
を
譲
渡
す
る
ほ

ど
の
親
密
な
間
柄
で
あ
れ
ば
ほ
と
ん
ど
一
族
と
し
て
の
意
識
を
も
っ
て
い
た
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

九　

鎧
ヶ
崎
城
と
二
人
の
「
荒
川
太
郎
」

高
橋
崇
（
一
九
九
六
）
の
い
う
よ
う
に
柵
の
周
囲
に
俘
囚
が
住
ま
わ
さ
れ
た

と
す
る
と
、「
鞠
子
」（
静
岡
か
神
奈
川
）
や
「
紀き
の

郡く
に

（
紀
国
）」（
和
歌
山
）
か
ら

の
移
民
系
俘
囚
と
、
吉
彦
一
族
の
よ
う
な
在
地
系
俘
囚
と
が
払
田
柵
周
辺
に
居

住
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
在
地
系
俘
囚
は
山
に
近
い
存
在
（
続
縄
文
系
文
化
圏
）
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
〝
本
荒
川
〟（
上
荒
川
・
中
荒
川
・
下
荒
川
）
が
在

地
系
俘
囚
で
あ
る
吉
彦
一
族
の
〝
父
祖
の
地
〟
と
し
て
子
孫
に
保
持
し
続
け
ら

れ
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。〈
広
域
的
荒
川
地
域
〉（
大
曲
～
美
郷
）
の
う
ち
、

中
世
以
降
、
本
間
氏
・
小
田
島
氏
な
ど
多
く
の
氏
族
が
流
入
し
、
吉
彦
氏
や
清

原
氏
の
〝
父
祖
の
地
〟
で
あ
る
美
郷
の
〝
本
荒
川
〟
の
み
に
小
字
と
し
て
の
「
荒

川
」
の
地
名
が
残
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
〝
本
荒
川
〟
ら
し
き
荒
川
地
区
の
南
に
接
す
る
丘
陵
上
に
鎧
ヶ
崎
城
と

い
う
山
城
が
あ
る
（【
図
2
】
参
照
）。
別
名
を
荒
川
城
と
い
う
（
大
仙
市
協
和
町

の
荒
川
城
と
は
別
）。『
日
本
城
郭
大
系
』
に
も
か
ろ
う
じ
て
掲
載
が
あ
る
が
、

そ
の
所
在
地
を
「
仙
北
郡
六
郷
町
六
郷
東
根
字
北
鎧
ヶ
崎
」
と
す
る
の
み
で
、

「
詳
細
不
明
」
と
あ
る
。
栗
林
新
一
郎
（
一
九
七
二
）
に
よ
れ
ば
、
伊
藤
直
純

の
説
と
し
て
、
こ
の
城
跡
が
荒
川
太
郎
武
貞
の
城
で
は
な
い
か
と
の
考
え
を
紹

介
し
て
い
る
（
伊
藤
が
古
伝
を
紹
介
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
自
ら
の
推
論
を
述
べ
た
の

か
は
不
明
）。
秋
田
県
教
育
庁
生
涯
学
習
課
文
化
財
保
護
室
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

「
秋
田
県
遺
跡
地
図
情
報
」
に
よ
る
と
、
鎧
ヶ
崎
城
か
ら
平
安
期
の

0

0

0

0

須
恵
器
が

発
掘
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
前
節
ま
で
の
結
論
に
引
き
寄
せ
れ
ば
、
同
じ
「
荒

川
太
郎
」
で
も
清
原
武
貞
で
は
な
く
、
吉
彦
秀
武
が
拠
っ
た
城
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
、
秀
武
が
武
貞
に
譲
っ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考

え
ら
れ
る
。

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
地
域
で
は
金
沢
柵
の
城
域
は
格
段
に
広
く
、

険
阻
で
も
あ
る
。
清
原
本
流
の
拠
点
は
よ
り
南
の
平
鹿
郡
（
横
手
市
中
心
部
）
だ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
金
沢
柵
が
も
と
も
と
の
清
原
氏
の
本
城
で
あ
っ
た

と
す
る
説
に
は
賛
同
し
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
前
九
年
後
に
父
武
則
と
子

武
貞
が
併
存
し
て
い
た
時
期
に
、
北
の
山
本
郡
の
〈
広
域
的
荒
川
地
域
〉
を
武

貞
が
領
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
家
衡
が
金
沢
柵
で
生
ま
れ
た
可
能
性
も
出
て
く

る
。
そ
う
な
る
と
、『
後
三
年
記
』
で
、
沼
柵
に
籠
る
家
衡
を
叔
父
の
武
衡
が

金
沢
柵
に
移
ろ
う
と
誘
う
際
に
、「
金
沢
の
柵
と
い
ふ

0

0

0

所
あ
り
。
そ
れ
は
、
こ

れ
に
は
勝
り
た
る
所
な
り
」
な
ど
と
知
ら
な
い
者
に
説
明
す
る
か
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
の
が
気
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
物
語
の
語
り
手
の
、
読
者
に
対
す

る
説
明
意
識
の
現
れ
だ
と
考
え
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る（

3
（

。
清
原
家
衡
は
、
金
沢

柵
で
生
ま
れ
、
金
沢
柵
で
滅
び
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

鎧
ヶ
崎
城
は
金
沢
柵
の
北
方
わ
ず
か
に
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
近
さ
に
あ
る
。

清
原
武
貞
が
、
鎧
ヶ
崎
城
と
金
沢
柵
と
を
併
せ
て
管
理
す
る
よ
う
な
時
期
が

あ
っ
た
と
す
れ
ば
（
一
〇
六
二
～
一
〇
七
五
年
ご
ろ
）、
金
沢
柵
に
厨
川
な
ど
安
倍

関
係
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
の
も
頷
け
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
九
年
の
後
、
安
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倍
頼
時
の
娘
で
あ
り
藤
原
経
清
の
妻
で
あ
る
ユ
ウ
（
有
加
一
之
末
陪
）
が
武
貞
の

も
と
に
再
嫁
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
再
嫁
し
て
き
た
妻
の
た
め
に
、
故
郷
の

地
名
を
付
け
て
や
っ
た
と
い
う
想
定
で
あ
る
（
栗
林
も
言
及
）。

武
則
の
嫡
子
で
あ
る
真
衡
は
先
妻
の
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
武
則

は
初
め
鎧
ヶ
崎
城
に
住
し
（
そ
こ
で
真
衡
が
生
ま
れ
）、
先
妻
を
失
っ
て
安
倍
氏

の
娘
で
あ
る
ユ
ウ
を
迎
え
入
れ
る
際
に
金
沢
柵
に
移
っ
た
（
こ
こ
で
家
衡
が
生
ま

れ
た
）
と
二
段
階
に
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
先
妻
の
思
い
出
の
残
る
旧
居
で
は

新
妻
は
辛
か
ろ
う
と
気
を
使
っ
て
の
転
居
と
想
像
で
き
る
。

た
だ
し
、
二
人
の
「
荒
川
太
郎
」
の
舞
台
を
鎧
ヶ
崎
城
の
み
に
限
定
し
て
考

え
る
必
要
は
な
い
。
本
堂
城
跡
、
厨
川
谷
地
遺
跡
付
近
な
ど
い
く
つ
も
の
拠
点

的
施
設
の
存
在
が
、
こ
の
地
域
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

一
〇　

お
わ
り
に

「
エ
ジ
プ
ト
は
ナ
イ
ル
の
賜
物
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
ナ
イ
ル
川
の
氾
濫

に
悩
ま
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
は
同
時
に
、
上
流
か
ら
有
機
浮
遊
物
を
も
ら
た
し
、

肥
沃
な
土
壌
を
下
流
の
人
々
に
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
日
本
で

も
、
木
曽
川
下
流
の
輪
中
地
帯
は
、
た
び
重
な
る
水
害
に
苦
労
し
な
が
ら
も
、

氾
濫
に
よ
っ
て
地
力
の
あ
る
土
壌
に
更
新
さ
れ
る
と
い
う
利
点
も
あ
り
、
や
は

り
肥
沃
な
土
地
柄
で
あ
っ
た
。
河
川
の
氾
濫
を
否
定
的
な
も
の
と
し
か
見
な
い

の
は
、
近
代
人
の
一
面
的
な
も
の
の
見
方
で
あ
る
。〈
広
域
的
荒
川
地
域
〉
周

辺
の
続
縄
文
人
た
ち
は
、
増
水
時
に
は
山
へ
逃
げ
、
水
が
引
い
て
実
り
豊
か
な

季
節
に
な
る
と
野
に
降
り
て
野
草
の
恵
み
を
享
受
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。〈
広

域
的
荒
川
地
域
〉
の
湿
地
帯
に
、
水
稲
が
自
然
発
生
的
に
根
付
い
て
い
た
可
能

性
も
あ
る
。
払
田
柵
が
歴
史
上
に
存
在
し
た
二
百
年
間
は
、
荒
川
の
氾
濫
と
格

闘
し
続
け
た
歳
月
だ
っ
た
ろ
う
。
荒
川
の
氾
濫
が
終
息
し
、
払
田
柵
の
周
囲
に

安
定
的
な
農
地
が
拡
が
り
始
め
た
と
た
ん
、
柵
が
そ
の
機
能
を
停
止
し
た
こ
と

を
思
う
と
、
こ
の
柵
は
荒
川
の
治
水
対
策
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
施
設
で
は
な

い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
氾
濫
終
息
の
時
期
と
柵
の
機
能
停
止

の
時
期
が
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
厳
密
に
は
、
洪
水
に
よ
る
土
砂

の
流
入
に
よ
っ
て
川
が
浅
く
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
人
工
的
に
治
水
対
策
の

工
事
が
行
わ
れ
た
結
果
な
の
か
は
、
今
後
の
考
古
学
の
成
果
を
待
っ
て
か
ら
判

断
す
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
て
、
本
稿
で
扱
っ
た
史
資
料
は
、
す
べ
て
こ
れ
ま
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
た

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』『
陸
奥
話
記
』『
後
三
年
記
』
な
ど
で
あ
る
。

新
資
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
次
の
よ
う
な
諸
点
に
は
留
意
し
つ

つ
論
理
構
成
し
た
。

1
、
地
理
地
勢
や
律
令
制
度
な
ど
基
本
的
な
事
項
の
再
確
認
を
す
る
。

2
、
広
範
に
材
料
を
収
集
す
る
（
考
古
学
の
成
果
や
近
世
の
地
誌
な
ど
を
含

め
て
）。

3
、
史
資
料
の
表
現
を
デ
リ
ケ
ー
ト
に
読
ん
で
緻
密
な
想
像
力
に
よ
っ
て
空

白
を
補
う
。

こ
れ
ら
を
可
能
な
か
ぎ
り
整
合
的
に
擦
り
あ
わ
せ
る
こ
と
に
留
意
し
た
。
論

理
的
整
合
性
が
本
稿
の
生
命
線
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
歴
史
学
の
専
門
家
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
国
文
畑
の
研
究
者
で

あ
る
。
ふ
だ
ん
『
源
氏
物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
を
読
ん
で
人
物
像
を
固
め
た
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り
成
立
論
を
構
築
し
た
り
す
る
方
法
を
、
か
な
り
意
図
的
に
導
入
し
て
み
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
、
右
の
三
点
の
う
ち
の
と
く
に
「
3
」
で
あ
る
。
考
古
学
分

野
を
除
い
て
は
新
た
な
文
献
資
料
の
出
現
な
ど
望
め
な
い
現
代
に
お
い
て
、
あ

ら
た
め
て
史
資
料
を
丹
念
に
読
み
込
む
こ
と
の
大
切
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

近
年
、
古
代
東
北
史
の
研
究
は
ず
い
ぶ
ん
盛
ん
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、

そ
れ
で
も
太
平
洋
側
（
宮
城
・
岩
手
）
の
研
究
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
充
実
し
て

い
る
。
出
羽
山
北
地
方
の
研
究
は
ま
だ
ま
だ
未
解
明
な
部
分
が
多
い
。
こ
の
状

況
を
打
開
す
べ
く
国
文
学
的
な
「
読
み
」
の
力
を
活
用
し
て
み
た
わ
け
だ
が
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
読
み
」
が
恣
意
的
な
も
の
に
偏
っ
て
い
な
い
か
、
蓋
然

性
の
高
い
も
の
に
な
り
え
て
い
る
か
は
、
自
戒
し
つ
つ
今
後
も
再
検
討
し
て
ゆ

く
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
振
れ
幅
を
含
み
つ
つ
も
、
出
羽
山

北
地
方
の
古
代
史
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
剥
が
さ
れ
る
入
り
口
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
よ

う
や
く
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

注

（
1
）
清
原
氏
の
帰
順
を
八
世
紀
前
半
と
み
る
根
拠
は
『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年

（
七
三
七
）
四
月
十
四
日
条
の
「
雄
勝
村
俘
長
等
三
人
」
を
清
原
氏
と
無
関
係
で

は
な
い
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
吉
彦
氏
の
帰
順
を
八
世
紀
中
葉
と
み
る
根

拠
は
、
払
田
柵
を
山
本
郡
衙
と
み
れ
ば
、
そ
の
建
置
に
吉
彦
氏
が
無
関
係
だ
と
は

考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
に
「
君
子
部
」
→
「
吉

弥
侯
部
」
の
表
記
変
更
が
行
わ
れ
て
お
り
、
山
北
の
吉
彦
氏
の
帰
順
も
こ
れ
と
大

き
く
ず
れ
な
い
時
期
と
み
ら
れ
る
。
吉
彦
氏
の
帰
順
を
そ
の
時
期
に
措
定
す
れ

ば
、
清
原
氏
の
帰
順
は
そ
れ
よ
り
一
、二
世
代
前
の
時
期
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で

の
双
方
の
帰
順
の
時
期
の
想
定
は
相
互
補
完
的
に
補
強
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
）『
陸
奥
話
記
』
で
は
、
営
岡
に
参
陣
し
た
吉
彦
秀
武
に
注
記
し
て
「
武
則
が
甥
、

又
聟
な
り
。
字
は
荒
川
太
郎
」
と
あ
る
。
営
岡
参
陣
の
時
点
で
の
号
で
は
な
く
『
陸

奥
話
記
』
成
立
時
点
で
そ
れ
が
混
入
し
た
可
能
性
も
疑
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い

が
、
こ
の
記
述
の
前
後
に
は
「
逆
志
方
（
万
）
太
郎
」「
新
方
（
万
）
太
郎
」「
斑

目
四
郎
」「
貝
澤
三
郎
」
の
号
も
見
え
て
物
語
へ
の
セ
ッ
ト
で
の
流
入
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
秀
武
の
「
荒
川
太
郎
」
は
営
岡
参
陣
の
時
点
で
の
号
と
考
え
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

（
3
）
家
衡
は
も
と
も
と
出
羽
国
の
沼
柵
に
拠
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
同
じ
出
羽
国
内

に
あ
る
金
沢
柵
で
な
く
鎧
ヶ
崎
城
で
あ
ろ
う
と
大
鳥
井
山
城
で
あ
ろ
う
と
、
家
衡

が
そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。「
○
○
の
柵
と
い
ふ
所
あ
り
」

な
ど
と
表
現
す
る
こ
と
自
体
、
物
語
世
界
の
虚
構
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
金
沢
柵
は
、
城
域
の
大
き
な
城
で
あ
る
の
で
、
そ
の
存

在
を
歴
史
上
の
実
体
で
あ
る
家
衡
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
、
き
わ
め
て
考
え
に
く

い
。参

考
文
献

秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
（
一
九
九
五
）『
払
田
柵
を
掘
る
―
―
払
田
柵

跡
調
査
二
〇
周
年
記
念
誌
―
―
』　

秋
田
県
大
仙
市
：
同
事
務
所

秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
（
二
〇
一
二
）「
払
田
柵
跡
だ
よ
り
」
平
成
24

年
3
月
31
日
号

秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
のw

eb

サ
イ
ト
「
払
田
柵
跡
」 

 
http://w

w
w

.pref.akita.jp/hotta/outline/ritti/ritti.htm
l

大
塚
徳
郎
（
一
九
六
九
）　
『
平
安
初
期
政
治
史
研
究
』
東
京
：
吉
川
弘
文
館

栗
林
新
一
郎
（
一
九
七
四
）「
鎧
ヶ
崎
城
柵
跡
と
は
何
か
―
―
そ
の
考
え
方
に
つ
い
て

―
―
」　
『
六
郷
の
歴
史　

3
』　

秋
田
県
六
郷
町
：
六
郷
町
町
史
編
纂
委
員
会　

謄
写
版
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志
田
諄
一
（
一
九
六
四
）「
毛
野
氏
と
同
祖
と
称
す
る
氏
族
と
そ
の
性
格
」「
茨
城
キ

リ
ス
ト
教
短
期
大
学
研
究
紀
要
」
4
号

高
橋
崇
（
一
九
九
六
）『
古
代
東
北
と
柵
戸
』
東
京 : 

吉
川
弘
文
館

高
橋
富
雄
（
一
九
六
三
）『
蝦
夷
』
東
京
：
吉
川
弘
文
館

高
橋
富
雄
（
一
九
七
一
）『
藤
原
清
衡　

平
泉
の
世
紀
』
東
京
：
清
水
書
院

野
中
哲
照
（
一
九
九
四
）「『
奥
州
後
三
年
記
』
注
釈
（
一
）」「
古
典
遺
産
」
45
号

野
中
哲
照
（
一
九
九
八
）　
「『
奥
州
後
三
年
記
』
の
メ
ッ
セ
ー
ジ　

―
後
三
年
合
戦
私

戦
化
の
表
現
を
追
っ
て
―
」「
鹿
児
島
短
期
大
学
研
究
紀
要
」
62
号


