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『
平
安
期
東
北
支
配
の
研
究
』

本
露
の
概
要

河
　
原
　
梓
　
水

　
本
書
は
、
古
代
か
ら
中
世
移
行
期
に
関
す
る
東
北
支
配
に
つ
い
て
、
一
貫

し
て
挑
戦
的
な
論
考
を
発
表
し
続
け
て
い
る
著
者
の
初
の
論
文
集
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
序
章
　
本
書
の
目
的
と
構
成

　
第
一
章
　
平
安
前
期
東
北
史
研
究
の
再
検
討

　
　
　
　
　
　
1
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
批
判
－

　
第
二
章
　
磐
井
郡
の
成
立
　
…
平
安
初
期
陸
奥
北
部
の
境
界
領
域
－

　
第
三
章
　
九
世
紀
陸
奥
国
の
蝦
夷
・
俘
囚
支
配

　
　
　
　
　
　
　
－
北
部
四
望
の
廃
絶
ま
で
を
中
心
に
1

　
第
四
章
　
九
世
紀
の
「
奥
地
」
と
元
慶
の
乱

　
　
附
論
一
　
門
奥
地
」
と
光
慶
の
乱
に
関
す
る
覚
書

　
第
五
章
　
古
代
末
期
の
東
北
支
配
と
軍
事
力
編
成

　
　
　
　
　
　
　
－
国
衙
軍
制
成
立
史
の
一
断
面
！

　
第
六
章
　
藤
原
実
方
の
陸
奥
守
補
任

　
　
　
　
　
　
1
十
世
紀
末
の
小
一
条
家
に
関
す
る
一
考
劃
一

　
第
七
章
　
平
安
中
後
期
の
陸
奥
北
部
支
配
と
安
倍
氏

　
　
附
論
二
　
仁
和
三
年
以
後
の
東
北
官
入
補
任

　
　
附
論
三
　
歌
枕
の
用
例
分
析
か
ら
み
る
平
安
期
東
北
支
配
の
推
移

　
終
章
　
古
代
中
世
移
行
期
の
東
北
支
配

　
　
　
　
　
　
…
付
，
清
原
氏
に
関
す
る
試
論
－

　
本
書
の
眼
目
は
、
十
世
紀
以
降
の
東
北
支
配
に
関
す
る
見
通
し
と
し
て
通

説
的
な
学
説
、
い
わ
ゆ
る
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
の
批
判
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
書
の
第
一
義
的
な
価
値
は
、
同
説
へ
の
批
判
の
当
否
に
か
か

っ
て
い
る
と
醤
え
る
。
そ
の
た
め
い
さ
さ
か
煩
雑
に
な
る
が
、
「
鎮
守
府
・

秋
田
城
体
制
」
説
の
論
点
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
た
上
で
内
容
紹
介
に
入

り
、
論
点
を
明
確
に
し
た
い
。

　
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
は
、
遠
藤
巌
氏
に
よ
る
秋
田
城
介
受
領
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

化
の
議
論
を
、
熊
谷
公
男
氏
が
継
承
発
展
さ
せ
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

氏
は
、
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
、
藤
原
道
長
に
莫
大
な
献
物
を
行
な
っ
た

鎮
守
府
将
軍
平
維
良
、
康
保
四
年
（
九
六
七
）
、
数
十
掌
の
官
舎
を
造
立
し
、

千
余
石
の
不
動
穀
を
委
納
し
た
出
羽
介
秋
田
城
司
散
位
実
忠
と
い
っ
た
入
物

が
保
持
し
た
と
考
え
ら
れ
る
受
領
官
的
権
限
が
、
い
つ
ご
ろ
、
い
か
に
成
立

し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
九
世
紀
初
頭
に
は
じ
ま
る
卑
官

別
任
鋼
を
画
期
と
し
て
、
鎮
守
府
の
国
府
か
ら
の
官
制
面
で
の
独
立
が
ま
ず

始
ま
る
と
す
る
。
そ
し
て
承
和
・
斉
衡
年
間
（
九
世
紀
半
ば
）
の
陸
奥
国
奥

郡
の
騒
乱
を
契
機
と
し
て
、
蝦
夷
系
豪
族
を
基
礎
に
置
い
た
新
た
な
北
方
支

配
体
制
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
が
鎮
守
府
の
独
立
性
を
強
め
、
さ
ら
に
十
世
紀

初
頭
、
岩
手
郡
の
成
立
を
以
て
二
六
郡
が
成
立
し
、
こ
れ
を
鎮
守
府
の
管
郡

と
す
る
こ
と
で
完
全
に
国
府
か
ら
独
立
し
た
と
す
る
。
財
政
的
に
も
、
砂
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金
・
馬
な
ど
の
陸
奥
国
貢
納
物
の
入
手
を
国
府
か
ら
講
け
負
う
こ
と
で
独
立

性
を
強
め
た
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
熊
谷
氏
の
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
で
は
、
承
和
・

斉
衡
年
間
の
騒
乱
の
評
価
、
岩
手
郡
を
は
じ
め
と
す
る
奥
六
郡
の
成
立
時
期

な
ど
が
、
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
く
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
本
書
の

内
容
を
章
ご
と
に
紹
介
す
る
。

二
　
内
容
紹
介

　
序
章
は
、
九
世
紀
以
降
十
一
世
紀
頃
ま
で
の
東
北
支
配
に
関
す
る
研
究
史

と
、
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
ま
と
め
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
に
関
す
る
研
究
史
を
整
理

し
、
同
説
は
中
世
史
研
究
上
の
要
請
か
ら
演
繹
的
に
つ
く
ら
れ
た
面
が
強
く

問
題
が
多
い
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
同
説
が
前
提
と
す
る
、
鎮
守
府
将
軍
に

よ
る
奥
六
郡
の
支
配
権
の
確
立
に
つ
い
て
批
判
し
、
六
番
目
う
ち
四
郡
が
十

世
紀
ま
で
に
廃
絶
し
て
お
り
、
鎮
守
府
将
軍
の
管
郡
と
し
て
存
在
し
て
い
な

い
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
鎮
守
府
・
秋
田
城
は
十
世
紀
以
降
も
あ
く
ま
で
国

府
の
被
官
と
し
て
、
辺
境
で
の
交
易
や
防
備
を
担
当
す
る
だ
け
の
「
単
な
る

外
交
・
軍
事
・
交
易
セ
ン
タ
ー
」
だ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。

　
第
二
章
で
は
、
奥
六
識
の
磐
井
・
胆
沢
・
江
刺
と
い
う
三
つ
の
郡
が
、
九

世
紀
初
頭
の
胆
沢
城
造
営
を
機
に
一
斉
に
設
遣
さ
れ
、
胆
沢
城
の
広
域
支
配

下
に
置
か
れ
た
と
す
る
伊
藤
博
幸
氏
の
見
解
を
批
判
す
る
。
磐
井
郡
は
胆

沢
・
江
刺
と
は
成
立
を
異
に
す
る
郡
で
あ
り
、
延
暦
末
年
（
八
〇
五
）
頃
に

は
栗
原
郡
の
一
部
で
あ
っ
た
も
の
が
、
伊
治
城
の
廃
絶
を
契
機
に
分
置
さ
れ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
第
三
章
で
は
、
第
一
章
で
著
者
が
明
ら
か
に
し
た
四
郡
廃
絶
の
過
程
を
考

察
す
る
。
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
に
始
ま
る
三
十
八
年
戦
争
の
後
半
期
で
あ

る
八
世
紀
末
、
懐
柔
策
が
大
幅
に
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
エ
ミ
シ
移

配
は
制
裁
措
置
で
は
な
く
懐
柔
策
の
一
環
で
あ
る
こ
と
、
懐
柔
策
の
行
き
詰

ま
り
を
一
因
と
し
て
北
部
四
郡
の
治
安
が
悪
化
し
、
承
和
・
斉
衡
の
騒
乱
が

勃
発
、
徳
丹
城
が
や
む
な
く
廃
絶
し
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
、
結
局
こ
の

騒
乱
を
鎮
圧
で
き
ず
北
部
四
郡
も
廃
絶
し
て
し
ま
う
と
い
う
新
し
い
見
通
し

を
提
起
す
る
。

　
第
四
章
で
は
、
九
世
紀
後
半
に
勃
発
す
る
元
慶
の
乱
関
係
史
料
等
に
み
え

る
「
奥
地
」
に
つ
い
て
、
従
来
の
よ
う
に
出
羽
国
北
辺
に
比
定
す
る
の
で
は

な
く
、
陸
奥
国
北
辺
、
具
体
的
に
は
爾
薩
体
・
都
母
な
ど
の
地
域
に
求
め
る

べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
本
見
解
に
は
熊
谷
公
男
氏
か
ら
の
批
判
が
あ
る

が
、
著
者
は
附
論
　
に
お
い
て
小
野
春
風
・
坂
上
好
蔭
ら
の
行
動
を
分
析
す

る
こ
と
で
自
説
を
補
強
し
、
私
見
を
訂
正
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。

　
第
五
章
で
は
、
地
方
軍
制
の
変
化
と
そ
れ
に
と
も
な
う
辺
境
支
配
の
変
化

を
検
討
し
、
一
〇
世
紀
前
半
の
承
平
・
天
慶
の
乱
以
後
、
国
家
は
軍
事
貴
族

の
兵
力
に
依
存
す
る
形
で
軍
事
力
を
強
め
、
十
世
紀
半
ば
、
特
に
天
暦
元
年

（
九
四
七
）
ご
ろ
を
画
期
と
し
て
、
北
方
支
配
を
大
幅
に
拡
大
し
た
と
す
る
。

そ
し
て
、
軍
事
貴
族
の
鎮
守
府
将
軍
補
任
の
初
例
で
あ
る
平
貞
盛
以
後
、
軍

事
貴
族
は
鎮
守
府
に
常
駐
す
る
よ
う
に
な
り
、
奥
六
郡
域
に
お
け
る
支
配
権

を
強
め
て
い
く
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
鎮
守
府
は
国
衙
の
統
制
を
離
れ
て
ゆ

き
、
従
来
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
と
捉
え
ら
れ
た
状
況
に
至
る
と
結
論

づ
け
る
。

　
第
六
章
で
は
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
お
け
る
藤
原
実
方
の
陸
奥
守
補

任
入
事
の
理
由
を
検
討
す
る
。
実
方
の
経
歴
・
官
歴
、
そ
し
て
小
一
各
家
と

陸
奥
守
と
の
緊
密
な
関
係
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
実
方
の
陸
奥
守
門
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評書

任
は
、
後
の
三
条
天
皇
の
女
御
と
な
っ
た
義
妹
、
賊
子
を
は
じ
め
近
親
者
を

経
済
的
に
支
援
す
る
た
め
、
と
い
う
岸
上
慎
二
氏
の
説
を
支
持
し
補
強
す
る
。

　
第
七
章
で
は
、
十
世
紀
半
ば
以
降
の
陸
奥
国
に
お
け
る
、
在
庁
窟
人
層
の

編
成
状
況
を
分
析
す
る
。
当
該
期
の
陸
奥
国
で
は
、
平
安
初
期
以
前
に
移
住

し
て
き
た
郡
領
氏
族
等
の
末
高
（
移
民
系
豪
族
）
が
勢
力
を
保
ち
、
そ
の
後
も

辺
境
軍
事
貴
族
等
の
新
興
勢
力
と
関
係
を
結
び
生
き
延
び
て
い
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
毒
血
郡
安
倍
氏
は
こ
の
よ
う
な
移
民
系
豪
族
の

系
譜
に
連
な
る
一
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
し
、
彼
ら
の
台
頭
の
契
機

を
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
ご
ろ
以
降
の
鎮
守
府
将
軍
の
不
在
化
に
求
め
る
。

　
附
論
証
で
は
、
六
国
史
に
お
け
る
宮
人
補
任
記
載
が
な
く
な
る
仁
和
三
年

（
八
八
七
）
以
降
の
東
北
官
人
補
任
状
況
に
つ
い
て
、
史
料
を
総
覧
し
て
明

ら
か
に
す
る
。
叢
論
三
で
は
、
東
北
関
連
の
主
な
歌
枕
の
用
例
数
増
減
を
、

詳
細
な
～
覧
表
を
掲
示
し
た
上
で
当
時
の
政
治
状
況
に
即
し
て
分
析
す
る
。

　
終
章
で
は
、
陸
奥
の
北
部
四
郡
が
廃
絶
し
た
と
思
し
き
八
六
〇
年
頃
、
つ

い
で
北
方
支
配
力
が
再
び
拡
大
し
た
と
考
え
ら
れ
る
十
世
紀
半
ば
を
画
期
と

し
て
位
置
付
け
、
特
に
後
者
を
重
要
な
画
期
と
す
る
自
説
を
改
め
て
ま
と
め

た
上
で
、
出
羽
清
原
氏
の
権
力
形
成
過
程
に
つ
い
て
見
通
し
を
述
べ
る
。
清

原
氏
は
、
従
来
か
ら
の
指
摘
の
通
り
出
羽
に
下
向
し
た
中
央
官
人
の
子
孫
と

み
て
よ
い
が
、
彼
ら
が
卓
越
し
た
地
位
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
現
地

有
力
者
と
の
密
接
な
婚
姻
関
係
の
溝
築
が
一
因
で
あ
る
と
す
る
。

　
以
上
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
。
熊
谷
氏
が
重
視
し
た
承
和
・
斉
衡
の
奥
郡

騒
乱
に
つ
い
て
全
く
異
な
る
評
価
を
し
、
逆
に
鎮
守
府
の
権
限
が
不
安
定
に

な
る
と
い
う
見
通
し
に
加
え
、
熊
谷
説
の
重
要
な
論
拠
で
あ
る
岩
手
郡
の
成

立
時
期
を
、
十
世
紀
初
頭
で
は
な
く
九
世
紀
初
頭
に
遡
ら
せ
る
こ
と
で
十
世

紀
初
頭
の
爾
期
説
を
否
定
す
る
こ
と
、
熊
谷
氏
が
評
価
し
な
か
っ
た
軍
事
貴

族
の
鎮
守
府
将
軍
へ
の
補
任
を
重
視
し
、
彼
ら
が
鎮
守
府
の
権
限
を
強
め
て

い
っ
た
と
す
る
こ
と
、
安
倍
氏
の
出
自
を
奈
良
～
平
安
時
代
初
期
以
来
の
移

民
系
豪
族
の
子
孫
と
す
る
こ
と
な
ど
、
従
来
の
学
説
と
大
き
く
異
な
る
斬
新

な
見
通
し
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
個
人
的
な
見
解
で
は
あ
る
が
、
熊
谷
氏
が
新
た
な
支
配
体
制
構
築
の
前
提

と
し
た
九
世
紀
半
ば
の
民
夷
の
分
割
支
配
方
式
に
関
し
て
評
者
は
か
ね
て
か

ら
疑
問
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
著
者
の
提
示
す
る
九
世
紀
半
ば
の
騒
乱
の
解

釈
に
は
頷
け
る
点
も
多
か
っ
た
。
郡
の
廃
絶
問
題
に
関
し
て
も
、
『
延
喜
式
騙

に
当
該
郡
の
記
載
が
無
い
以
上
、
著
者
の
想
定
は
妥
当
な
も
の
と
感
じ
ら
れ

た
（
た
だ
し
岩
手
郡
の
成
立
時
期
を
弘
仁
年
間
と
み
る
点
に
関
し
て
は
疑
問

が
あ
る
）
。
第
二
章
で
論
じ
ら
れ
た
磐
井
郡
の
成
立
に
関
し
て
も
、
栗
原
郡

か
ら
の
分
遣
時
期
は
議
論
が
分
か
れ
よ
う
が
、
磐
井
郡
が
栗
原
郡
の
一
部
で

あ
っ
た
と
い
う
点
そ
の
も
の
は
首
肯
で
き
る
見
解
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
具
体
的
論
証
の
少
な
か
っ
た
奥
六
郡
諸
郡
の
成
立
過
程
に
関
し

て
実
証
的
に
迫
っ
た
点
は
非
常
に
貴
重
な
成
果
で
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、

第
七
章
に
お
け
る
陸
奥
国
の
在
庁
宮
人
層
の
分
析
は
評
者
に
は
新
鮮
で
あ
り
、

九
世
紀
初
頭
に
存
在
を
確
認
で
き
る
志
太
連
な
ど
の
氏
族
が
、
中
央
と
の

「
縁
」
を
有
し
、
在
庁
官
人
層
と
し
て
成
長
し
て
十
世
紀
半
ば
に
到
っ
て
も

鎮
官
に
補
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
た
。
安
倍
氏
・
清
原
氏
の
出

自
論
に
は
も
ち
ろ
ん
、
平
安
時
代
陸
奥
国
の
権
力
構
造
を
考
え
る
上
で
今
後

必
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
貴
重
な
成
果
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
三
　
若
干
の
疑
問
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
本
書
の
学
術
的
意
義
が
大
き
い
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
論
を
ま
た
な
い
が
、
　
　
σ

疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
、
評
者
が
感
じ
た
若
干
の
疑
問
点
に
つ
　
9
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②

い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
（
一
）
課
題
設
定
に
つ
い
て

　
本
書
は
、
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
を
中
心
に
、
既
存
の
研
究
に
は

っ
き
り
と
し
た
批
判
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
論
旨
は
明
快
で
あ
る

か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
意
外
に
も
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
評
者
は
最

後
ま
で
著
者
の
描
く
新
し
い
東
北
史
像
が
形
を
結
ば
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
先

行
研
究
批
判
を
主
軸
に
論
を
展
開
す
る
著
者
の
著
述
ス
タ
イ
ル
に
も
起
因
す

る
の
だ
が
、
最
も
大
き
な
原
因
は
、
研
究
史
の
整
理
と
そ
れ
に
基
づ
く
課
題

設
定
に
お
い
て
十
分
に
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
著
者
は
序
章
に
お
い
て
、
「
平
安
期
東
北
史
研
究
の
現
状
と
課
題
」
と
題

し
本
書
の
目
的
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
分
量
は
わ
ず
か
五
頁
で
、
そ
の
内

容
も
本
書
の
概
略
説
明
に
留
ま
る
。
従
っ
て
本
書
の
研
究
が
既
存
の
研
究
と

い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
が
判
然
と
せ
ず
、
結
果
と
し
て
展
開
さ
れ
る
議

論
の
位
概
づ
け
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
書
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た

め
、
な
ぜ
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
を
全
面
的
に
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
評
者
に
は
い
ま
一
つ
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
同
説
が
仮
に
現
在
見

直
し
の
進
ん
で
い
る
王
朝
国
家
論
を
下
敷
き
に
立
論
さ
れ
、
中
世
史
研
究
上

の
要
請
か
ら
演
繹
的
に
つ
く
ら
れ
た
学
説
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
全

批
判
の
構
え
を
と
る
理
由
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
が
各

章
に
お
け
る
部
分
的
な
先
行
研
究
へ
の
雷
及
か
ら
で
は
な
く
、
全
体
を
通
じ

て
の
総
合
的
な
概
究
史
整
理
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
著

者
の
主
張
す
る
新
し
い
東
北
史
像
が
明
確
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
北
部
四
郡
廃
絶
問
題
と
鎮
守
府
の
独
立
化
に
つ
い
て

　
熊
谷
公
男
氏
は
、
奥
六
郡
の
成
立
を
鎮
守
府
の
受
領
官
学
の
契
機
と
し
て

重
視
す
る
。
そ
の
た
め
著
者
は
「
も
し
、
こ
の
四
郡
に
お
け
る
鎮
守
府
の
支

配
権
が
脆
弱
も
し
く
は
皆
無
で
あ
っ
た
な
ら
、
『
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
口

説
は
少
な
く
と
も
陸
奥
に
関
す
る
限
り
根
底
か
ら
崩
れ
さ
る
こ
と
に
な
る
」

（～

ｪ
頁
）
と
し
て
、
第
一
章
に
お
い
て
「
『
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
舗
勧
説

の
急
所
と
も
い
う
べ
き
」
（
一
七
頁
）
北
部
四
郡
の
存
廃
を
、
第
三
章
に
お

い
て
そ
の
廃
絶
経
緯
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
本
書
の
主
張
の
根
幹
は
こ
の

北
部
四
郡
存
廃
論
に
あ
る
。

　
『
延
喜
式
幅
に
記
載
の
な
い
四
馬
の
解
釈
は
重
要
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

こ
れ
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
研
究
は
近
年
ほ
と
ん
ど
無
く
、
著
者
の
着
眼

に
は
大
い
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
た
だ
、
こ
れ
ら
が
著
者
の
主
張
に
お
い
て

最
も
重
要
な
議
論
で
あ
る
こ
と
を
か
ん
が
み
、
些
少
な
疑
問
で
は
あ
る
が
評

者
の
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
た
い
。

　
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
が
奥
六
郡
を
鎮
守
府
将
軍
の
権
力
基
盤
と

位
置
付
け
る
以
上
、
奥
自
叙
の
成
立
時
期
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
議
論
を
進
め

る
べ
き
で
は
な
い
。
著
者
に
よ
る
こ
の
批
判
は
全
く
正
し
い
。
し
か
し
、
著

者
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
陸
奥
国
の
郡
を
権
郡
、
外
郡
な
ど
と
呼
び
事

実
上
特
殊
な
地
域
で
あ
っ
た
と
見
な
す
見
解
も
存
在
し
、
賦
役
令
辺
遠
国
条

に
お
い
て
は
、
辺
境
国
で
の
内
国
と
は
異
な
る
課
税
体
系
が
想
定
さ
れ
て
い

③る
。
従
っ
て
陸
奥
国
の
場
合
、
現
地
の
権
力
構
造
の
あ
り
方
を
論
じ
る
際
に

は
、
郡
の
性
質
そ
の
も
の
か
ら
問
題
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
北
部
四
郡
の
廃

絶
と
い
う
事
実
の
み
に
よ
っ
て
、
即
鎮
守
府
の
独
立
化
を
否
定
で
き
る
の
か
、

い
さ
さ
か
疑
問
に
思
わ
れ
た
。

　
著
者
は
、
安
定
的
な
北
部
支
配
こ
そ
が
鎮
守
府
の
権
限
を
強
め
る
と
考
え

て
い
る
よ
う
だ
が
、
熊
谷
氏
が
、
奥
郡
騒
乱
を
鎮
守
府
独
立
化
の
契
機
と
み
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評日

な
し
た
よ
う
に
、
不
安
定
な
地
域
に
こ
そ
新
た
な
権
力
構
造
が
萌
芽
す
る
こ

と
は
想
定
可
能
な
こ
と
で
あ
る
（
第
五
章
は
基
本
的
に
は
こ
の
想
定
で
立
論

さ
れ
て
い
よ
う
）
。
た
と
え
北
部
四
種
の
著
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
九
世

紀
半
ば
以
降
の
陸
奥
国
北
部
地
域
が
非
常
に
不
安
定
な
地
域
と
な
っ
た
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
最
前
線
基
地
で
あ
る
鎮
守
府
の
重
要
性
が
高
ま
る
こ
と
は
十

分
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
鎮
守
府
が
「
単
な
る
軍
事
・
外
交
・
交
易

セ
ン
タ
ー
」
に
留
ま
り
続
け
た
と
い
う
見
解
に
は
や
は
り
疑
問
を
感
じ
ざ
る

を
得
な
い
。

　
他
方
、
廃
絶
の
契
機
と
な
っ
た
騒
乱
に
お
い
て
は
、
政
府
側
に
つ
い
た
蝦

夷
が
多
数
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
九
世
紀
末
の
鎮
守
府
に
お
い
て
俘

囚
の
書
記
官
へ
の
登
用
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
四
壁
の
廃
絶
は
、

鎮
守
府
、
も
し
く
は
国
府
勢
力
の
単
純
な
後
退
で
は
な
く
、
蝦
夷
対
中
央
と

い
う
単
純
な
図
式
に
留
ま
ら
な
い
興
味
深
い
構
造
が
現
出
し
て
い
る
よ
う
に

も
み
え
る
。
本
書
は
構
造
上
す
べ
て
の
議
論
が
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」

説
批
判
に
収
号
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
位
置
づ
け
が
重
視
さ
れ
て
い
な
い
点

が
残
念
に
思
わ
れ
た
。

　
（
三
）
鎮
守
府
将
軍
の
受
領
官
化
批
判
に
つ
い
て

　
第
五
章
に
お
い
て
、
鎮
守
府
将
軍
の
受
領
化
の
契
機
を
一
〇
世
紀
初
頭
に

求
め
る
熊
谷
説
を
批
判
し
、
鎮
守
府
将
軍
の
受
領
罷
申
が
九
世
紀
に
遡
る
こ

と
を
主
張
、
「
罷
申
の
実
施
を
根
拠
に
彼
ら
を
受
領
と
同
格
と
み
な
す
熊
谷

氏
の
説
は
疑
問
で
あ
る
」
（
～
七
七
頁
）
と
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
熊
谷

氏
は
鎮
守
府
将
軍
に
よ
る
受
領
罷
申
の
成
立
だ
け
を
以
っ
て
、
「
鎮
守
府
・

秋
田
城
体
鋼
」
説
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
鎮
守
府
将
軍
が
受
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
同
格
だ
と
述
べ
て
い
る
わ
け
も
な
い
と
い
う
鈴
木
拓
也
氏
の
批
判
が
あ
る
。

評
者
も
同
意
見
で
あ
る
が
、
同
じ
批
判
を
繰
り
返
す
こ
と
は
避
け
、
一
点
の

み
疑
問
点
を
述
べ
た
い
。

　
評
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
遠
藤
氏
や
熊
谷
氏
が
鎮
守
府
将
軍
・
秋

田
城
介
の
受
領
官
製
を
論
じ
る
の
は
、
『
新
儀
式
』
巻
五
、
諸
職
受
領
官
奏

赴
任
由
事
、
『
西
宮
記
繍
巻
八
、
受
領
赴
任
事
、
『
侍
中
群
要
騙
馬
九
、
帥
大

弐
赴
任
事
解
に
見
え
る
「
又
鎮
守
府
将
軍
出
羽
下
賜
等
、
錐
甘
受
芝
繋
同
召

御
前
賜
禄
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　
著
者
は
い
く
つ
か
の
論
証
の
上
、
前
半
部
の
「
非
受
領
官
」
と
い
う
文
雷

を
も
っ
と
重
視
す
べ
き
と
す
る
が
（
三
二
頁
）
、
で
は
な
ぜ
「
同
召
御
前
賜

禄
」
の
か
は
本
書
の
議
論
後
も
依
然
と
し
て
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
「
非
受

領
官
」
は
「
錐
」
で
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
規
定
の
主
眼
は

「
佳
月
」
以
下
、
「
同
召
御
前
賜
禄
」
に
あ
る
と
通
常
で
は
見
な
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
鎮
守
府
将
軍
と
秋
田
城
介
が
、
受
領
宮
と
同
じ
く
「
召
御
前
賜

禄
」
の
か
、
こ
の
点
に
蓋
然
性
の
高
い
説
明
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
「
鎮
守

府
・
秋
田
城
体
制
」
説
を
克
服
で
き
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
四
）
衣
川
の
境
界
機
能
な
ど
に
つ
い
て

　
著
者
は
第
二
章
に
お
い
て
壱
州
の
境
界
機
能
を
挙
げ
、
こ
の
自
然
発
生
的

な
境
界
性
を
無
視
し
た
立
郡
過
程
や
広
域
支
配
圏
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
自

然
と
し
、
胆
沢
三
解
説
批
判
の
傍
証
に
用
い
る
。
し
か
し
、
い
み
じ
く
も
著

者
自
身
が
第
四
章
に
お
い
て
、
「
陸
奥
・
出
羽
と
い
っ
た
区
分
は
あ
く
ま
で

国
家
側
が
設
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
エ
ミ
シ
側
が
そ
れ
に
囚
わ
れ
る
必
然

性
は
な
い
」
（
一
二
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
の
政
治
的
・
行

政
的
な
区
分
が
現
地
の
慣
習
的
・
自
然
発
生
的
な
境
界
と
必
ず
し
も
一
致
し

な
い
こ
と
は
十
分
に
有
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
胆
沢
三
郡
説
批
判
の
傍
証
と
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し
て
は
不
適
切
だ
ろ
う
。
ま
た
著
者
は
当
該
期
の
北
東
北
に
築
造
さ
れ
た
末

期
古
墳
を
取
り
上
げ
、
そ
の
分
布
か
ら
も
胆
沢
三
郡
の
一
つ
で
あ
る
磐
井
郡

域
が
異
質
な
地
域
だ
と
主
張
し
、
胆
沢
三
高
説
の
批
判
と
す
る
が
、
文
化
的

異
質
性
が
国
家
の
政
治
的
地
域
編
成
に
影
響
を
与
え
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
、

第
四
章
の
論
理
展
開
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
化
的
位
相
と
、

城
柵
な
ど
の
政
治
的
境
界
と
の
不
一
致
と
い
う
近
年
の
考
古
学
的
研
究
成
果

を
踏
ま
え
れ
ば
、
文
化
的
位
相
と
政
治
的
領
域
を
安
易
に
対
応
さ
せ
る
こ
と

は
や
や
危
険
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

　
（
五
）
蝦
夷
か
中
央
官
人
か
一
門
移
民
系
豪
族
」
に
つ
い
て
一

　
著
者
は
第
七
章
に
お
い
て
、
「
陸
奥
国
内
有
力
者
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、

か
つ
て
は
エ
ミ
シ
系
豪
族
と
移
民
系
豪
族
を
は
っ
き
り
弁
別
せ
ず
、
す
べ
て

エ
ミ
シ
系
か
、
そ
れ
に
近
い
存
在
と
し
て
扱
う
研
究
が
多
か
っ
た
」
（
一
二

五
頁
）
と
指
摘
し
「
少
な
く
と
も
安
倍
氏
の
出
自
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

エ
、
、
、
シ
か
中
央
官
入
か
と
い
ゑ
著
択
一
の
議
論
で
は
済
ま
な
い
圃
究
段
階

に
来
て
い
る
の
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
」
（
二
一
六
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
の

点
は
卓
見
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
本
章
の
分
析
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
著
者
の
提
起
す
る
対
案
、
三
面
い
換
え
れ
ば
、
安

倍
氏
が
奈
良
～
平
安
初
期
以
来
の
移
民
系
豪
族
の
子
孫
で
あ
る
可
能
性
、
な

い
し
は
エ
ミ
シ
と
の
混
血
な
ど
を
経
つ
つ
、
移
民
系
豪
族
の
系
統
を
受
け
継

い
で
き
た
現
地
有
力
者
の
子
孫
で
あ
る
と
い
っ
た
可
能
性
」
（
～
＝
五
頁
）

を
考
慮
す
べ
き
と
す
る
点
に
い
さ
さ
か
の
違
和
感
を
覚
え
た
。
本
書
に
お
い

て
は
し
ば
し
ば
「
混
血
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
人
種
も
し

く
は
民
族
概
念
を
前
提
と
し
た
発
想
で
あ
る
。
し
か
し
人
種
に
関
し
て
は
、

近
年
、
人
種
を
規
定
す
る
と
さ
れ
て
き
た
生
物
学
的
特
徴
は
近
代
以
降
に
構

築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
存
在
し
な
い
と
い
う
見
方
が
主
流
化
し
、
近
年
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

物
学
・
人
類
学
に
お
い
て
人
種
概
念
は
否
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
他
方
、
民
族

概
念
は
現
在
で
も
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
民
族
を
同
～
の
言
語
や
文
化
等
の

客
観
的
実
態
を
持
つ
集
団
と
と
ら
え
る
客
観
主
義
・
本
質
主
義
的
民
族
論
は
、

現
在
人
語
念
と
同
様
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
お
戦
ほ
ぼ
過
去
の
学
説
と

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
蝦
夷
の
場
合
、
そ
も
そ
も
蝦
夷
に
（
あ
る
い
は
古
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
）
民
族
概
念
を
適
用
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
長
い
議
論
が
あ
る
が
、
近

年
で
は
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
大
町
健
氏
の
見
解
、
適
用
自
体
は
肯

定
す
る
も
の
の
、
主
観
主
義
的
民
族
論
の
立
場
に
立
ち
、
蝦
夷
に
客
観
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

民
族
指
標
を
認
め
な
い
藤
沢
敦
氏
の
見
解
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
立
場
に

た
つ
に
せ
よ
、
も
は
や
客
観
主
義
的
民
族
論
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
以
上
、

「
混
血
」
と
書
う
際
に
何
と
何
が
混
ざ
り
合
う
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
大

き
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
の
用
い
る
「
混
血
」
は
、
評
者
の
見
る
限
り
婚
姻
と
言
い
換
え
可
能

な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
著
者
も
、
よ
も
や
「
蝦
夷
扁
が
「
蝦

夷
」
と
の
み
婚
姻
を
続
け
て
形
成
さ
れ
た
勢
力
を
「
エ
ミ
シ
系
豪
族
扁
と
呼

ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
様
々
な
人
々
と
の
婚
姻
関
係
を
経
て
も
な

お
「
蝦
夷
」
に
出
自
を
持
つ
と
認
識
さ
れ
る
人
々
こ
そ
が
「
エ
ミ
シ
系
豪

族
」
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
、
「
系
」
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
移
民
系

豪
族
」
も
ま
た
同
様
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
婚
姻
（
1
1
「
混
血
」
）
の
問
題
は

「
移
民
系
豪
族
」
に
特
筆
す
べ
き
事
柄
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
な
ぜ
、
安
倍
氏
の
出
自
が
蝦
夷
か
冷
夏
官
人
か
ど
う
か
問
題
に
な
っ
て
き

た
の
か
、
と
い
う
点
を
考
え
る
と
、
安
倍
氏
か
ら
奥
州
藤
原
氏
へ
連
な
る
権

力
の
源
泉
を
、
在
地
に
み
る
か
、
中
央
由
来
の
も
の
と
み
る
か
、
そ
れ
を
分

け
る
も
の
が
そ
の
出
自
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
批
潤
さ
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評害

れ
る
べ
き
は
、
様
々
な
帰
属
関
係
が
想
定
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
蝦
夷
と
中

央
官
人
（
倭
人
）
を
対
置
的
に
位
置
づ
け
、
権
力
の
基
盤
を
襲
爵
に
よ
っ
て

安
易
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
短
絡
さ
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
が
「
混

血
」
の
語
を
用
い
る
際
、
残
念
な
が
ら
ま
さ
に
こ
の
対
置
的
構
造
が
前
提
と

さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
た
め
、
著
者
が
鋭
く
指
摘
し
た
「
蝦

夷
か
中
央
か
」
と
い
う
二
者
択
一
問
題
の
解
決
は
、
移
民
系
と
い
う
第
三
の

選
択
肢
を
付
け
加
え
る
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
評
者
に
は
み
え
る
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
著
者
は
「
エ
ミ
シ
系
」
・
「
移
民
系
」
と
い
っ
た
区
分
そ

の
も
の
を
問
い
直
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
、
評
者
の
視
点
に
よ
る
疑
問
点
を
い
く
つ
か
列
挙
し
た
が
、
本
書
が

今
後
の
平
安
期
東
北
史
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ
る
成
果
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
。
評
者
霞
身
、
本
書
を
精
読
す
る
過
程
で
自
身
の
不
勉
強
を
痛
感
す

る
と
と
も
に
、
様
々
な
新
し
い
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
書
評
の
機
会

を
与
え
て
い
た
だ
い
た
『
史
林
騙
編
集
委
員
会
と
、
そ
し
て
著
者
の
荏
原
氏

に
は
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
誠
心
誠
意
本
書
に
向
き
合
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
評
者
の
浅
学
に
よ
る

誤
解
、
理
解
不
足
も
多
数
あ
る
か
と
思
う
。
ま
た
、
拙
文
は
本
来
二
〇
一
四

年
五
月
を
締
め
切
り
と
し
て
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
、
大
幅
に
遅
延
し
適
切
な

書
評
の
時
期
を
逸
し
た
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
評
者
の
責
で
あ
る
。
著
者
の
渕

同
氏
を
は
じ
め
と
し
て
読
者
の
皆
様
に
は
深
く
お
詫
び
す
る
次
第
で
あ
る
。

①
　
遠
藤
巌
「
秋
田
城
介
の
復
活
」
（
高
橋
富
雄
編
『
古
代
東
北
史
の
研
究
』
吉
川

　
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
、
熊
谷
公
男
「
「
受
領
官
」
鎮
守
府
将
軍
の
成
立
」
（
羽

　
下
徳
彦
編
『
申
得
の
地
域
社
会
と
交
流
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
。
以
下
、

　
熊
谷
氏
の
見
解
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
同
論
文
に
よ
る
。

②
　
評
者
は
二
〇
〇
七
年
四
月
二
日
、
及
び
同
年
一
〇
月
二
九
日
に
日
本
史
研
究
会

　
古
代
史
部
会
に
お
い
て
催
さ
れ
た
渕
原
器
の
こ
〇
〇
七
年
度
大
会
共
同
研
究
報
告

　
業
績
検
討
会
、
反
省
会
に
お
い
て
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
以
下
の
疑
問
点

　
は
こ
れ
ら
の
報
告
内
容
と
重
複
す
る
点
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
さ
せ

　
て
い
た
だ
く
。

③
永
山
修
一
「
賦
役
二
二
遠
国
条
と
南
九
州
」
（
噌
宮
崎
考
古
㎞
石
川
行
恒
太
郎
先

　
生
米
寿
記
念
特
集
号
、
一
九
八
九
年
）
。

④
　
鈴
木
拓
也
「
三
原
智
幸
氏
報
告
門
古
代
末
期
の
東
北
支
配
と
軍
事
力
編
成
－

　
国
衙
軍
麟
成
立
史
の
一
断
面
一
」
に
寄
せ
て
」
（
『
日
本
史
研
究
㎞
五
四
八
、
二

　
〇
〇
八
年
）

⑤
本
稿
で
は
、
著
者
の
見
解
を
述
べ
る
際
に
は
本
書
の
表
記
に
な
ら
っ
て
エ
ミ
シ

　
と
蝦
夷
を
書
き
分
け
る
が
、
地
の
文
で
は
特
に
こ
れ
ら
を
書
き
分
け
る
こ
と
は
し

　
な
か
っ
た
。

⑥
竹
沢
泰
子
編
『
人
種
概
念
の
普
遍
性
を
問
う
㎞
（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
。

⑦
名
和
克
郎
「
民
族
論
の
発
展
の
た
め
に
」
（
噸
民
族
学
研
究
』
五
七
－
三
、
一
九

　
九
二
年
）
。

⑧
石
母
田
正
門
日
本
に
お
け
る
く
。
涛
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
石
母
田
正
著
作
集

　
四
　
古
代
国
家
論
睡
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
初
出
、
～
九
六
五
年
）
、
石
上

　
英
一
門
古
代
東
ア
ジ
ア
地
域
と
日
本
」
（
㎎
日
本
の
社
会
史
1
　
列
島
内
外
の
交
通

　
と
国
家
』
岩
波
書
目
、
一
九
八
七
年
）
の
み
挙
げ
る
。

⑨
大
町
健
「
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
律
令
国
家
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史

　
研
究
会
編
『
日
本
史
講
座
一
一
律
令
国
家
の
展
開
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

　
四
年
）
等
、
藤
沢
敦
「
倭
と
蝦
夷
と
律
令
国
家
」
『
史
林
』
九
〇
1
一
、
二
〇
〇

　
七
年
）
等
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
5
判
　
三
六
八
頁
＋
一
〇
頁
　
二
〇
コ
ニ
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塙
書
房
　
税
別
七
二
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
立
命
館
大
学
衣
笠
総
合
研
究
機
構
専
門
研
究
員
）

103 （777）


