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第
一
節

古
代
国
家
と
鈴
鹿
郡

第
一
項

地
方
行
政
の
整
備

伊
勢
国
府
の
整
備

伊
勢
国
の
国
府
は
『
倭

名

類

聚

抄

』
に
よ
っ
て

こ
く

ふ

わ

み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
ょ
う

鈴
鹿
郡
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
地
名

か
ら
鈴
鹿
市
南
西
部
の
国
府
町
一
帯
で
あ
っ
た
と
い
う
説
と
、
古
瓦
の
出

土
が
知
ら
れ
た
鈴
鹿
市
広
瀬
町
一
帯
の

長

者
屋
敷
遺
跡
説
が
あ
っ
た
が
、

ち
ょ
う
じ
ゃ

や

し
き

少
な
く
と
も
奈
良
時
代
の
国
府
に
つ
い
て
は
長
者
屋
敷
遺
跡
で
あ
る
こ
と

が
定
説
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
そ
の
中
心
部
分
は
、「
伊
勢
国

庁

跡
」
と

こ
く
ち
ょ
う

し
て
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
奈
良
時
代
の
最
初
か
ら
こ

の
地
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
現

在
で
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
が
、
大
規
模
な
基
壇
を
伴
う

瓦

葺
建
物
か
ら
構
成

き

だ

ん

か
わ
ら
ぶ
き

さ
れ
る
政

庁

域
の

せ
い
ち
ょ
う

建
設
時
期
で
あ
る
。

出
土
す
る
瓦
の
Ｓ

大
半
は

重

圈
文
軒

じ
ゅ
う
け
ん
も
ん
の
き

丸

瓦

で
あ
る
が
、

ま
る
が
わ
ら

同
瓦
の
製
作
年
代

は
ど
ん
な
に
早
く

見
積
も
っ
て
も
七

二
六
年
を
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
は
な
い
。

『
大
宝
律

令

』
が

た
い
ほ
う
り
つ
り
ょ
う

制
定
さ
れ
て
か
ら

四
半
世
紀
以
上
経

過
し
た
時
期
に
難な

に

波
宮
（
大
阪
市
中

わ
の

み
や

央
区
）
で
初
め
て

図36 伊勢国府復原模式図 『伊勢国府跡』鈴鹿市考古博物館より転載

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1113zu036.JPG&?pn=%E5%9B%B336 %E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E5%BE%A9%E5%8E%9F%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%9B%B3%E3%80%8E%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E8%B7%A1%E3%80%8F
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製
作
さ
れ
た
瓦
で
あ
る
。
伊

勢
国
府
が
、
こ
の
時
期
以
降

に
建
て
替
え
ら
れ
た
の
か
、

或
い
は
初
期
の
国
府
が
ど
こ

か
別
の
と
こ
ろ
に
所
在
す
る

の
か
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら

も
研
究
が
必
要
に
な
っ
て
い

る
。国

府
の
中
核
で
あ
る
政
庁

は
、
鈴
鹿
市
広
瀬
町
矢

下

や

お
ろ
し

地
区
に
あ
り
、

東
西
六
〇

〇
ｍ
、
南
北
八
〇
〇
ｍ

に
及
ぶ
遺
跡
の
南
端
付
近
で
確
認
さ
れ
た
。
政

庁
は
中
央
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
司
を
中
心
に
儀
式
や
饗
宴
、
政
務
の

一
部
が
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
伊
勢
国
府
の
政
庁
は
、
正
殿
・

せ
い
で
ん

後
殿
・
脇
殿
・
軒
廊
（
屋
根
つ
き
の
渡
り
廊
）
な
ど
か
ら
な
り
，
周
囲
に

こ
う
で
ん

わ
き
で
ん

こ
ん
ろ
う

は
東
西
約
八
〇
ｍ
・
南
北
約
一
一
〇
ｍ

の
築
地
塀
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い

つ
い

じ

べ
い

た
。
政
庁
の
建
物
は
す
べ
て
瓦
葺
礎
石
建
物
で
，
ほ
ぼ
正
方
位
に
揃
え
ら

れ
て
，
柱
間
は
一
二
尺
～
一
〇
尺
な
ど
の
完
数
尺
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

建
物
の
配
置
や
大
き
さ
は
近
江
国
庁
（
滋
賀
県
大
津
市
）
に
大
変
よ
く
似

て
い
る
と
さ
れ
る
（
図

・
写
真

）

36

64

軒
瓦
に
は
重
圏
文
軒
丸
瓦(

写
真

）
や

重

廓
文
軒
平
瓦
が
主
に
用
い

じ
ゅ
う
か
く
も
ん

65ら
れ
，
平

城

宮

の
も
の
と
同
じ
型

へ
い
じ
ょ
う
き
ゅ
う

で
作
ら
れ
た
唐
草
文
軒
平

瓦(

平
城

か
ら
く
さ
も
ん
の
き
ひ
ら
が
わ
ら

宮
６
７
１
９
型
式)

が
出
土
し
て
い

る
。
平
城
宮
跡
で
の
研
究
の
結
果
、

瓦
の
製
作
年
代
は
、
恭
仁
京
遷
都
以

く
に
き
よ
う

前
の
天
平
元
年
（
七
二
九
）
か
ら
十

三
年
（
七
四
一
）
頃
の
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
国
府
の
成
立
は
七
〇

一
年
の
大
宝
律
令
に
よ
る
国
郡
制
の

写真64 長者屋敷遺跡（伊勢国府跡）の発掘調査
(能褒野町）

写真65 伊勢国府跡出土重圏文軒丸瓦
鈴鹿市考古博物館提供

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1114sh064.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F64 %E9%95%B7%E8%80%85%E5%B1%8B%E6%95%B7%E9%81%BA%E8%B7%A1%EF%BC%88%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E8%B7%A1%EF%BC%89%E3%81%AE%E7%99%BA%E6%8E%98%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%88%E8%83%BD%E8%A4%92%E9%87%8E%E7%94%BA%EF%BC%89
http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1115sh065.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F65 %E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E8%B7%A1%E5%87%BA%E5%9C%9F%E9%87%8D%E5%9C%88%E6%96%87%E8%BB%92%E4%B8%B8%E7%93%A6
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実
施
以
降
と
さ
れ
る
が
、
当
該
地
の
国
府
政
庁
の
建
設
時
期
が
遅
れ
る
と

考
え
る
所
以
で
あ
る
。

ゆ

え

ん

伊
勢
国
府
に
は
こ
の
他
、
政
庁
の
西
に
接
し
て｢

西
院｣

と
仮
称
す
る
空

さ
い
い
ん

間
が
所
在
す
る
。
政
庁
同
様
、
築
地
塀
で
囲

繞

さ
れ
た
空
間
は
国
政
に

い

に
ょ
う

関
す
る
重
要
な
政
務
や
儀
礼
を
執
り
行
う
施
設
と
推
定
で
き
る
が
、
他
に

事
例
が
な
く
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
他
、
国
府
北
部
を
中
心
に
、
一

二
〇
ｍ
の
等
間
隔
に
設
け
ら
れ
、
中
心
道
路
は
二
四
ｍ
も
の
規
模
で
あ
っ

た
可
能
性
の
強
い
方
格
地
割
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
長
塚
地
区

ほ
う
か
く

で
は
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
め
の
瓦
葺
き
建
物
が
倒
壊
し
た
状
態
で

発
見
さ
れ
て
お
り
、
国
司
の
生
活
拠
点
で
あ
る｢

館｣

の
所
在
地
と
す
る
説

も
あ
る
。
方
格
地
割
に
沿
っ
て
、
工
房
跡
や
竪
穴

住

居
跡
が
発
見
さ
れ

た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ

て
お
り
、
伊
勢
国
府
が
広
い
空
間
を
管
理
す
る
都
市
的
景
観
を
呈
し
て
い

た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
だ
不
明
な
点
も
多
い
が
、
奈
良
時
代
後
半

か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て
の
伊
勢
国
府
の
都
市
的
景
観
の
充
実
ぶ
り

は
他
に
例
を
見
な
い
。

伊
勢
国
諸
郡
の
整
備

『
倭
名
類
聚
抄
』
に
よ
れ
ば
伊
勢
国
に
は
十
三
郡

が
所
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
北
か
ら
桑
名
郡
、
員
弁
郡
、
朝
明
郡
、

く
わ

な

ぐ
ん

い
な

べ

ぐ
ん

あ
さ

け

ぐ
ん

三
重
郡
、河
曲
郡
、鈴
鹿
郡
、奄
芸
郡
、安
濃
郡
、一
志
郡
、飯
高
郡
、
飯
野
郡
、

み

え

ぐ
ん

か
わ

わ

ぐ
ん

あ
ん

き

ぐ
ん

あ

の
う
ぐ
ん

い
ち

し

ぐ
ん

い
い
だ
か
ぐ
ん

い
い

の

ぐ
ん

多
気
郡
、
度
会
郡
で
あ
る
。
国
府
以
外
の
地
方
の
役
所
跡
は
未
だ
に
十
分

た

き

ぐ
ん

わ
た
ら
い
ぐ
ん

調
査
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
郡
衙
で
は
朝
明
郡(

評)

衙
の
一
部
か
と
考

ぐ
ん

が

こ
お
り

え
ら
れ
る
西
ヶ
広

に
し

が

ひ
ろ

遺
跡
や
菟
上
遺
跡

う
な

が
み

（
四
日
市
市
伊
坂

町
）
、
河
曲
郡
衙
か

と
さ
れ
る

狐

塚
遺

き
つ
ね

づ
か

跡
（
鈴
鹿
市
国
分

町
・
図

）
が
あ
る

37

程
度
で
、
そ
れ
以
外

で
は
、
郡
の
正
倉(

別

院)

か
と
さ
れ
る
久く

図

狐
塚
遺
跡
（
河
曲
郡
衙
推
定
地
）
平
面
図

37

発
掘
調
査
報
告
書(

鈴
鹿
市
考
古
博
物
館
１
９
９
８
）
よ
り
転
載

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1116zu037.JPG&?pn=%E5%9B%B337 %E7%8B%90%E5%A1%9A%E9%81%BA%E8%B7%A1%EF%BC%88%E6%B2%B3%E6%9B%B2%E9%83%A1%E8%A1%99%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9C%B0%EF%BC%89%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%9B%B3
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留
倍
遺
跡
（
四
日
市

る

べ

市
大
矢
知
町
）
第
Ⅲ

期
遺
構
群
（
図

）
、

38

狐
塚
遺
跡
の
一
部
を

河
曲
郡
正
倉
と
で
き

る
遺
構
群
、
郷
に
関

係
す
る
も
の
と
し
て

朝
明
郡
の
最
西
端
か

ら

見

付

か

っ

た

下
江
平
遺
跡
（
朝
明

し

も

え

び

ら

郡
菰
野
町
）
が
朝
明
郡
田
光

郷

の
関
連
遺
跡
（
図

）
で
は
な
い
か
と

た

び
か
の
ご
う

39

す
る
説
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
こ
の
他
、
交
通
関
係
で
は
鈴
鹿
関
跡
、
朝

明
駅
家
と
さ
れ
る
久
留
倍
遺
跡
の
東
向
き
の
役
所
と
見
ら
れ
る
建
物
群
、

う
ま

や

榎
撫
駅
家
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
柚
井
遺
跡
（
桑
名
市
多
度
町
）
が
発
見

え

な
つ

ゆ

い

さ
れ
て
い
る
。

亀
山
市
域
で
は
鈴
鹿
関
跡
や
鈴
鹿
駅
家
以
外
の
官
衙
的
遺
跡
は
見
付
か

か
ん

が

っ
て
お
ら
ず
、
市
域
に
所
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
鈴
鹿
郡
衙
に
つ
い
て
は

未
だ
に
明
確
で
は
な
い
。
『
関
町
史
』
は
、
六
七
二
年
の
壬
申
の
乱
で
の

大
海
人
皇
子
を
巡
る
記
述
か
ら
、
鈴
鹿
関
䢣
鈴
鹿
駅
家
䢣
鈴
鹿
郡
衙
の
関

お

お

あ

ま

の

お

う

じ

係
性
の
深
さ
を
指
定
す
る
が
、
壬
申
の
乱
を
巡
る
記
事
中
の｢

国
司｣

｢

関｣

｢

郡
家｣

｢

駅
家｣

な
ど
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
当
時
の
も
の
と
し
て
理
解
で
き

る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は

否
定
的
で
あ

り
、｢

鈴
鹿
郡

家｣

の
存
在
に

つ
い
て
も
評

価
は
難
し
い
。

そ
こ
で
鈴

鹿
郡
以
外
の

図

四
日
市
久
留
部
遺
跡
（
朝
明
郡
正
倉
推
定
地
）
平
面
図

38

調
査
報
告
書
よ
り
転
載

図39 菰野町下江平遺跡（田光郷推定地）

出土「倭家」墨書土器実測図

発掘調査報告書（菰野町１９８８）より転載

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1117zu038.JPG&?pn=%E5%9B%B338 %E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B8%82%E5%B8%82%E4%B9%85%E7%95%99%E9%83%A8%E9%81%BA%E8%B7%A1%EF%BC%88%E6%9C%9D%E6%98%8E%E9%83%A1%E6%AD%A3%E5%80%89%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9C%B0%EF%BC%89%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%9B%B3
http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1119zu039.JPG&?pn=%E5%9B%B339 %E8%8F%B0%E9%87%8E%E7%94%BA%E4%B8%8B%E6%B1%9F%E5%B9%B3%E9%81%BA%E8%B7%A1%EF%BC%88%E7%94%B0%E5%85%89%E9%83%B7%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9C%B0%EF%BC%89%E5%87%BA%E5%9C%9F%E3%80%8C%E5%80%AD%E5%AE%B6%E3%80%8D%E5%A2%A8%E6%9B%B8%E5%9C%9F%E5%99%A8%E5%AE%9F%E6%B8%AC%E5%9B%B3
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周
辺
部
の
遺
跡
か
ら
鈴
鹿
郡
衙
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
推
定
し
て
お
こ

う
。写

真

は
朝
明
郡(

評)

衙
の
有
力
な
比
定
地
で
あ
る
西
ヶ
広
遺
跡
の
全

66

景
で
あ
る
。
朝
明
郡
衙
の
所
在
地
と
考
え
ら
れ
る
朝
日
丘
陵
に
は
、
中
央

に
「
Ｙ
」
字
形
に
谷
が
入
り
、
そ
の
東
に
菟
上
遺
跡
、
西
に
西
ヶ
広
遺
跡

が
展
開
し
て
い
る
。
前
者
が
六
世
紀
前
半
か
ら
八
世
紀
後
半
ま
で
に
一
定

の
ま
と
ま
り
の
あ
る
建
物
群
を
出
し
、
や
や
古
い
施
設
群
で
あ
る
。
後
者

は
八
世
紀
を
通
じ
て
大
規
模
な
掘
立
柱
建
物
を
設
け
、
奈
良
時
代
の
公
的

性
格
を
帯
び
た
施
設
群
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
両
遺
跡
の
展
開
過
程
か

ら
判
る
こ
と
は
、
朝
明
郡
に
お
い
て
は
朝
日
丘
陵
一
帯
が
古
墳
時
代
後
期

以
来
一
貫
し
て
地
域
の
核
に
な
る
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

七
世
紀
後
半
に
急
激
に
大
規
模
化
し
、
長
大
な
建
物
や
倉
庫
群
を
伴
う
施

設
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
規
模
の

建
物
群
を
配
置
す
る
七
世
紀
後
半
段
階
の
施
設
群
は
評
衙
及
び
そ
の
附
属

施
設
群
を
お
い
て
他
に
類
例
を
み
な
い
。
発
掘
調
査
報
告
書(
三
重
県
埋

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
二
〇
〇
五
）
で
は
、
中
心
施
設
を
囲
繞
す
る
施
設
が

な
い
こ
と
を
理
由
に
政
庁
で
は
な
い
と
す
る
が
、
久
留
倍
遺
跡
同
様
、
丘

陵
頂
部
に
あ
っ
て
特
に
必
要
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
も
で
き
る
。
４

䢢
２
～
４
䢢
３
期
の
建
物
群
は
、
陸
奥

国

磐
城

評

の
郡

領

氏
族
の
家

む

つ

の
く
に
い
わ
き
の
こ
お
り

ぐ
ん
り
ょ
う

が
磐
城
評
衙
か
ら
磐
城
郡
衙
へ
と
連
続
的
に
変
遷
す
る
福
島
県
い
わ
き
市

の
根
岸
官
衙
遺
跡
と
非
常
に

ね

ぎ
し
か
ん

が

よ
く
似
て
お
り
、
菟
上
遺
跡
・

西
ヶ
広
遺
跡
が
朝
明
評
の
中

枢
部
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て

お
き
た
い
。
八
世
紀
に
入
り

本
格
的
な
律
令
体
制
が
始
ま

る
と
谷
を
隔
て
た
西
の
西
ヶ

広
遺
跡
に
中
心
が
移
動
し
、

こ
の
地
を
核
に
し
て
朝
明
郡

の
統
治
が
進
む
の
で
あ
る
。

写真66 四日市市西ヶ広遺跡（朝明郡衙推定地）
三重県埋蔵文化財センター提供

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1118sh066.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F66 %E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B8%82%E5%B8%82%E8%A5%BF%E3%83%B6%E5%BA%83%E9%81%BA%E8%B7%A1%EF%BC%88%E6%9C%9D%E6%98%8E%E9%83%A1%E8%A1%99%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E5%9C%B0%EF%BC%89
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こ
の
時
期
に
近
接
す
る
朝
明
川
を
隔
て
た
南
の
地
に
朝
明
駅
家
が
成
立

う
ま

や

し
、
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
朝
日
丘
陵
に
収
ま
り
き
ら
な
い
正
倉
を
補

う
た
め
に
久
留
倍
遺
跡
の
地
に
別
院
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
な

激
し
い
公
的
機
関
の
移
動
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
の
が
久
留
倍
遺
跡
の
巨
大

な
建
物
と
広
場
か
ら
な
る
公
的
機
関
と
み
ら
れ
る
建
物
群
で
あ
る
。
そ
れ

ま
で
あ
っ
た
朝
明
駅
家
は
当
然
ど
こ
か
へ
移
動
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
お
そ

ら
く
朝
日
丘
陵
上
の
西
ヶ
広
遺
跡
の
周
辺
部
に
移
設
さ
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
公
的
機
関
と
み
ら
れ
る
建
物
群
が
短
期
間
で
撤
去
さ

れ
た
直
後
に
、
規
模
を
縮
小
し
て
掘
立
柱
建
物
群
が
形
成
さ
れ
る
。
郡
衙

に
匹
敵
す
る
大
規
模
な
建
物
群
で
あ
る
。
天
皇
の
頓
宿
地
と
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
威
光
を
頼
っ
て
郡
の
中
心
が
移
動
し
た
可
能
性
も
十
分
あ

ろ
う
。
伊
勢
国
で
は
他
に
河
曲
郡
衙
及
び
そ
の
正
倉
跡
と
推
定
さ
れ
る
狐

塚
遺
跡
が
あ
る
が
、
当
該
遺
跡
で
は
朝
明
郡
ほ
ど
の
激
し
い
変
遷
を
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
天
皇
頓
宿
の
な
か
っ
た
河
曲
郡
と
の
相
違
で
あ
ろ

う
。な

お
、
こ
れ
以
外
に
朝
明
郡
の
西
端
に
位
置
す
る
下
江
平
遺
跡
か
ら
は

｢

五
十
戸
□｣

｢

倭
家｣

な
ど
と
書
か
れ
た
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
当
該
地

が
同
郡
田
光
郷
の
推
定
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
郷
の
公
的
機
関
と
す
る
考
え

方
が
一
般
的
で
あ
る
。
当
該
地
に
は
、
東
海
道
と
東
山
道
を
結
び
、
近
世

に
巡
見
街
道
と
呼
ば
れ
る
道
路
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
成
立
は
遅
く
と
も

六
世
紀
後
半
に
あ
り
、
交
通
路
確
保
を
目
指
し
た
王
権
が
直
接
的
に
管
理

し
た
施
設
（
ミ
ヤ
ケ
）
の
展
開
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
或

い
は
こ
う
し
た
ミ
ヤ
ケ
の
伝
統
を
継
承
し
て｢

倭
家｣

と
表
記
し
続
け
た
の

か
も
知
れ
な
い
。

亀
山
市
域
の
大
半
を
占
め
る
鈴
鹿
郡
に
関
し
て
は
、
上
記
の
朝
明
郡
で

確
認
で
き
る
古
代
地
方
官
衙
の
展
開
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
判
明
し
て
い

な
い
。
わ
ず
か
に
交
通
路
に
関
す
る
公
的
機
関
（
鈴
鹿
関
と
鈴
鹿
駅
家
等
）

の
所
在
が
判
明
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
三
関
を
持
つ
郡
と
し

て
、
そ
の
維
持
の
た
め
に
他
郡
以
上
に
充
実
し
た
機
能
が
求
め
ら
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
り
、
い
ず
れ
確
認
さ
れ
る
官
衙
群
は
朝
明
郡
以
上
の
構
造
と
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規
模
を
有
し
て
い
る
も
の
と
予
想
で
き
る
。

地
方
寺
院
の
成
立

七
世
紀
初
頭
頃
急
速
な
広
ま
り
を
見
せ
た
全
国
的
な

造
寺
活
動
は
に
八
世
紀
に
入
る
と
急
速
に
衰
え
て
い
く
。
唯
一
、
国
家
的

規
模
で
実
施
さ
れ
た
の
が
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
建
立
で
あ
る
。
国
分

寺
・
国
分
尼
寺
建
立
の
構
想
は
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
天
平
十
年
頃
か
ら
十

二
年
頃
ま
で
に
形
作
ら
れ
、
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
二
月
に
詳
細
が
決

定
、
発
布
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
各
国
府
の
周
辺
に
建

立
さ
れ
た
が
、
伊
勢
国
で
は
鈴
鹿
郡
に
所
在
す
る
国
府
の
南
東
約
七
㎞
の

河
曲
郡
の
地
に
建
立
さ
れ
た
。
国
府
所
在
郡
と
国
分
寺
所
在
郡
が
異
な
る

点
は
異
例
で
あ
る
（
写
真

）
。
詳
細
が
定
め
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
全

67

国
一
斉
に
建
立
が
開
始
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）

を
始
め
度
々
督
促
が
な
さ
れ
、
特
に
在
地
の
伝
統
的
豪
族
の
協
力
が
強
く

求
め
ら
れ
た
。

伊
勢
国
分
寺
跡
は
、
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
）
以
来
、
鈴
鹿
市
教
育

委
員
会
・
鈴
鹿
市
考
古
博
物
館
に
よ
っ
て
毎
年
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
、
現

在
判
明
し
て
い
る
全
体
像
は
図

の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

40

伊
勢
国
分
寺
の
伽
藍
配
置
は
、
南
門
䢣

中

門
䢣
金
堂
䢣
講
堂
䢣
僧
房
䢣

な
ん
も
ん

ち
ゅ
う
も
ん

こ
ん
ど
う

こ
う
ど
う

そ
う
ぼ
う

北
門
が
南
北
一
直
線
に
並
び
、
中
門
と
金
堂
が
回
廊
で
結
ば
れ
て
い
る
。

き
た
も
ん

か
い
ろ
う

塔
の
位
置
は
不
明
で
、
東
部
に
二
つ
の
築
地
塀
に
よ
っ
て
囲
わ
れ
た
院
が

存
在
す
る
。
南
の
区
画
は
、
布
施
院

ふ

せ

い
ん

や
国
師
院
等
の
説
が
あ
る
が
定
ま

こ
く

し

い
ん

っ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
全
体
が
、

南
門
か
ら
延
び
た
築
地
塀
に
よ
っ

て
囲
わ
れ
て
い
る
。
瓦
の
製
作
技

法
を
分
析
し
た
村
居
喜
道
に
よ
る

と
（
村
居
二
〇
〇
八
）
、
若
干
の

時
期
差
が
認
め
ら
れ
、
金
堂
、
講

堂
、
僧
房
な
ど
の
中
心
施
設
が
先

行
し
て
建
設
さ
れ
、
中
門
、
南
門
、

回
廊
な
ど
が
や
や
遅
れ
る
と
い

写真67 伊勢国分寺跡 鈴鹿市考古博物館提供

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1120sh067.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F67 %E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD%E5%88%86%E5%AF%BA%E8%B7%A1
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う
。国

分
尼
寺
は
当
初
南

東
部
の

南

浦(

大
鹿)

み
な
み
う
ら

お
お

か

廃
寺
と
さ
れ
て
い
た

が
、
調
査
の
結
果
白
鳳

は
く
ほ
う

寺
院
と
判
明
し
、
そ
の

北
に
所
在
す
る
北
院
と

き
た
い
ん

仮
称
す
る
施
設
が
国
分

尼
寺
の
有
力
な
推
定
地

と
な
っ
て
い
る
。

使
用
さ
れ
た
瓦
の
製

作
技
法
や
軒
瓦
文
様
の
木
型
の
傷
（
版

傷

）
の
進
行
の
分
析
に
よ
る
と

は
ん
し
ょ
う

（
村
居
二
〇
〇
八
）
、
国
分
寺
、
国
分
尼
寺(

北
院)

、
国
府
政
庁
等
の
造

営
に
は
、
独
自
の
造
瓦
体
制
が
採
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。
国
府
や
国
分
尼

寺(

北
院)

を
担
当
し
た
鈴
鹿
郡
の
関
係
者
と
、
国
分
寺
を
担
当
し
た
河
曲

郡
郡
の
郡
領
氏
族
・
大
鹿
氏
に
よ
る
分
担
だ
と
さ
れ
る
。
全
国
の
国
分

寺
・
国
分
尼
寺
の
建
立
を
督
促
す
る
た
め
、
在
地
の
伝
統
的
勢
力
で
あ
る

郡
司
層
に
叙
位
を
ち
ら
つ
か
せ
て
建
立
を
促
進
さ
せ
よ
う
と
し
た
王
権
の

趣
旨
に
応
じ
て
か
、
河
曲
郡
の
伝
統
的
氏
族
で
あ
る
大
鹿
氏
が
国
分
寺
建

立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

伊
勢
神
宮
寺
と
北
院

と
こ
ろ
で
、
伊
勢
国
内
に
は
八
世
紀
後
半
に
も
う

一
つ
の
造
寺
活
動
が
認
め
ら
れ
る
。

九
世
紀
末
頃
に
成
立
し
た
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
に
よ
る
と
、
神
護
景
雲

じ
ん

ご

け
い
う
ん

元
年(

七
六
七)

、
逢
鹿
瀬
の
地
に
あ
っ
た
逢
鹿
瀬
寺
を
伊
勢
太
神
宮
寺
と

お
う

が

せ

い

せ

だ
い
じ
ん
ぐ
う

じ

す
る
旨
記
さ
れ
て
い
る
。
逢
鹿
瀬
寺
は
逢
鹿
瀬
廃
寺
（
多
気
郡
多
気
町
相お

う

鹿
瀬
）
と
推
定
さ
れ
、
宝
亀
年
間
（
七
七
〇
～
七
八
〇
）
に
は
伊
勢
太
神

か

せ

宮
の
圧
力
に
よ
っ
て
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
四
神
田
廃
寺
（
多
気
郡
多

し

こ

だ

気
町
四
神
田
）
へ
と
移
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
逢
鹿
瀬
廃
寺
一
帯
か
ら
は
、

北
院
で
使
用
さ
れ
る
瓦
が
出
土
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

伊
勢
太
神
宮
寺
は
称
徳
・
道
鏡
王
権
が
伊
勢
太
神
宮
へ
の
干
渉
を
強
化

図40 伊勢国分寺模式図 伊勢国分寺跡5 2005 鈴鹿市考古博物館

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1121zu040.JPG&?pn=%E5%9B%B340 %E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD%E5%88%86%E5%AF%BA%E8%B7%A1%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%9B%B3
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す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
施
設
で
あ
り
、
王
権
の
倒
壊
と
共
に
神
郡
か
ら

排
除
さ
れ
た
施
設
群
で
あ
る
。
そ
の
建
立
に
北
院
の
瓦
が
使
用
さ
れ
て
い

る
事
実
は
、
伊
勢
国
府
の
建
設
・
整
備
と
、
当
時
中
央
で
権
勢
を
ふ
る
っ

た
道
鏡
の
王
権
の
神
宮
政
策
が
連
動
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
全
国
的
に

も
極
め
て
異
例
な
寺
院
建
立
の
目
的
が
、
王
権
の
宗
教
闘
争
で
あ
る
点
は

実
に
興
味
深
い
。（
図

）
41

図41 鈴鹿郡域の古代寺院・関連遺跡分布図

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1122zu041.JPG&?pn=%E5%9B%B341 %E9%88%B4%E9%B9%BF%E9%83%A1%E5%9F%9F%E3%81%AE%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E5%AF%BA%E9%99%A2%E3%83%BB%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E8%B7%A1%E5%88%86%E5%B8%83%E5%9B%B3
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第
二
項

古
代
王
権
と
東
海
道

剹
伊
勢
国
と
東
海
道
剹

東
海
道
の
変
遷

都
が
山
背

国

に
遷
る
以
前
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世

や
ま
し
ろ
の
く
に

う
つ

紀
に
か
け
て
の
東
海
道
の
移
り
変
わ
り
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
壬じ

ん

申
紀
に
、

隠

駅

家
（
名
張
市
箕
曲
中
村
付
近
）
・
伊
賀
駅
家
（
伊
賀
市

し
ん

き

な
ば
り
の
う
ま

や

古

郡

）
が
（
史

）
、
天
武
八
年
（
六
七
九
）
八
月

己

未

条
に
迹
見

ふ
る
こ
お
り

て
ん

む

つ
ち
の
と
ひ
つ
じ

と

み

13

駅
家
（
桜
井
市
外
山
の
辺
り
）
が
み
え
て
い
る
。
天
智
朝
以
前
、
飛
鳥
地

と

び

て
ん

ち

域
を
起
点
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
駅
家
の
比
定
地
を
通
過
し
、
加
太
越
え

で
伊
勢
地
域
へ
と
到
る
ル
ー
ト
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
量
さ
れ

る
。
か
よ
う
な
初
期
東
海
道
は
、
伊
勢
地
域
か
ら
木
曾
三
川
（
揖
斐
川
・

長
良
川
・
木
曾
川
）
を
横
切
り
、
尾
張
・
参
河
な
ど
を
経
て
、
東
国
へ
と

み

か
わ

続
い
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。

天
武
十
二
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
、
諸
国
の
国
境
を
定
め
る
事
業
が

展
開
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
畿
外
地
域
で
は
道
制
が
敷
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

き

が
い

ど
う
せ
い

た
。
東
海
・
東
山
・
北
陸
・
山
陰
・
山
陽
・
南
海
・
西
海
の
七
つ
の
道
に

は
、
複
数
の
国
が
配
属
さ
れ
、
王
権
に
よ
る
地
域
支
配
の
大
枠
が
定
め
ら

れ
た
。
こ
れ
以
降
、
臨
時
の
使
者
の
派
遣
や
行
政
文
書
の
伝
達
な
ど
は
、

主
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
単
位
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
よ
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
七
道
は
、
幹
線
道
路
を
も
と
に
し
て
区
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。

東
海
道
を
抱
え
る
伊
勢
国
は
も
ち
ろ
ん
、
東
海
道
と
い
う
行
政
区
画
の
な

か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。

持
統
八
年
（
六
九
四
）
十
二
月
に
、
都
が
藤
原
の
地
に
遷
さ
れ
て
も
、

じ

と
う

伊
勢
国
に
到
る
東
海
道
の
経
路
は
動
か
な
か
っ
た
と
目
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
三
月
、
藤
原
京
か
ら
北
方
の
平
城
京
へ
と
遷

都
が
断
行
さ
れ
る
と
、
そ
の
変
更
が
な
さ
れ
る
に
及
ん
だ
。
翌
年
正
月
に

は
、
山
背
国
相
楽
郡
に
岡
田
駅
、
伊
賀
国
阿
閉
郡
に
新
家
駅
が
新
設
さ
れ

さ
が
ら
か

あ

へ

に
い
の
み

て
い
る
。
東
海
道
は
、
平
城
京
か
ら
北
へ
、
岡
田
駅
の
比
定
地
で
あ
る
木

津
川
市
加
茂
町
付
近
を
経
て
、
木
津
川
・
柘
植
川
沿
い
に
東
進
し
、
新
家

駅
が
所
在
し
た
伊
賀
市
東
高
倉
の
辺
り
か
ら
同
市
柘
植
町
、
加
太
越
え
を
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通
過
し
て
鈴
鹿
郡
へ
と
達
す
る
ル
ー
ト
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
十
一
月
「
伊
賀

国

司
解
」
に
よ
れ
ば
、

い

が

の
こ
く

し

げ

東
大
寺
が
市
原
王
か
ら
買
い
取
っ
た
阿
拝
郡
柘
植
郷
に
所
在
す
る
田
畠
の

あ

へ

つ

げ

す
ぐ
南
側
を
「
駅
道
」
が
走
っ
て
い
た
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
る
（
東
南
院

文
書
。『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
八
ノ
二
）
。
こ
の
「
駅
道
」
は
、

先
に
触
れ
た
東
海
道
の
一
部
に
相
当
し
よ
う
。
ち
な
み
に
、
長
岡
京
の
時

代
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
平
安
京
の
初
期
の
頃
に
は
、
東
海
道
は
、

甲
賀
市
甲
賀
町

油

日
か
ら
伊
賀
市
柘
植
町
に
入
り
、
加
太
越
え
を
し
て

あ
ぶ
ら

ひ

鈴
鹿
郡
へ
と
到
る
ル
ー
ト
が
採
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
延
暦
二
十

四
年
（
八
〇
五
）、
伊
豆
国
の

掾

で
あ
る
山
田
宿
禰
豊
浜
は
公
使
の
任
に

じ
ょ
う

や
ま
だ
の
す
く

ね

と
よ
は
ま

与
り
、
伊
勢
国
の
榎
撫
・
朝
明
の
二
駅
お
よ
び
伊
賀
国
を
通
過
し
て
、
毒

え

な
つ

あ
さ

け

に
犯
さ
れ
な
が
ら
も
何
と
か
平
安
京
に
辿
り
着
い
て
い
る
（
『
日
本
後
紀
』

に

ほ
ん
こ
う

き

同
年
十
一
月

壬

申
条
）
。
豊
浜
は
前
述
し
た
ル
ー
ト
を
逆
に
進
ん
だ
の

み
ず
の
え
さ
る

だ
ろ
う
。
伊
勢
斎
王
の
群
行
を
契
機
と
し
て
、
か
か
る
経
路
が
改
め
ら
れ
、

鈴
鹿
峠
越
え
の
道
が
東
海
道
の
一
部
と
な
る
の
は
、
仁
和
二
年
（
八
八
六
）

以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

東
海
道
の
使
用
状
況

右
に
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
伊
賀
・
伊

勢
国
辺
り
に
お
け
る
東
海
道
の
利
用
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
を
め
ぐ
ら
し

て
み
よ
う
。
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
三
点
の
史
資
料
で
あ
る
。

ま
ず
、
一
点
目
は
、『
万
葉
集
』
巻
第
二
十
・
四
三
七
二
番
歌
で
あ
る
。

常
陸
国
の
人
で
あ
る
倭
文
部
可
良
麻
呂
が
、
天

平

勝

宝
七
年
（
七
五
五
）

ひ

た
ち

し

と
り
べ
の

か

ら

ま

ろ

て
ん
ぴ
ょ
う
し
ょ
う
ほ
う

二
月
に
、
防
人
と
し
て
西
海
道
に
向
か
う
途
次
に
詠
ん
だ
歌
と
な
る
。
そ

さ
き
も
り

と

じ

の
内
容
か
ら
、
防
人
の
任
務
に
従
う
者
た
ち
は
、
常
陸
国
の
大

目

・
息

だ
い
さ
か
ん

お
き

長
真
人
国
嶋
に
率
い
ら
れ
、
常
陸
国
か
ら
足
柄

坂

・
不
破
関
を
経
由
し

な
が
の
ま
ひ
と
く
に
し
ま

あ
し
が
ら
の
さ
か

て
目
的
地
へ
と
進
ん
だ
こ
と
が
判
明
す
る
。
常
陸
国
は
東
海
道
に
属
し
、

足
柄
坂
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
先
の
人
々
は
東
海
道
を
辿
っ
た
こ
と
が
押

さ
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
途
中
で
東
海
道
を
外
れ
、
東
山
道
に
入
っ
て

不
破
関
を
越
え
た
こ
と
が
く
み
取
ら
れ
る
。
と
り
も
な
お
さ
ず
、
鈴
鹿
関

経
由
の
ル
ー
ト
が
採
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
で
あ
る
。
個
人
的
な
事
情
に
よ
り
、



- 12 -

平
城
京
か
ら
不
破
関
を
越
え
て
故
郷
で
あ
る
甲
斐
国
に
往
く
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
（
『
木
簡
研
究
』
十
）。
通
行
証
明
書
で
あ
る
過
所
に
関
係
す
る

か

そ

木
簡
の
可
能
性
が
存
す
る
。
甲
斐
国
は
、
東
海
道
の
う
ち
に
編
成
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
平
城
京
か
ら
山
背
国
・
伊
賀
国
・
伊
勢
国
と
東
海

道
を
辿
っ
て
帰
省
し
て
も
一
向
に
不
自
然
で
は
な
い
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
よ
う
な
ル
ー
ト
は
用
い
ら
れ
ず
、
平
城
京
か
ら
山
背
国
を
北
上
し
、

近
江
国
・
美
濃
国
の
不
破
関
を
通
過
す
る
東
山
道
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
が

推
量
さ
れ
る
。

三
点
目
は
、
静
岡
県
浜
松
市
の
伊
場
遺
跡
か
ら
検
出
さ
れ
た
、
過
所
に

い

ば

関
連
す
る
と
目
さ
れ
る
八
世
紀
の
木
簡
で
あ
る
。
表
面
の
記
載
か
ら
、

遠

江
国
か
ら
美
濃
関
（
不
破
関
）
を
越
え
て
京
（
平
城
京
か
）
へ
と
向

と
お
と
う
み

か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
裏
面
に
は
、
四
つ
の
駅
家
名
が
列
挙
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
冒
頭
の
駅
家
に
関
し
て
は
、
上
端
が
折
れ
て
い
る
た
め

固
有
名
を
把
握
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
（
『
伊
場
遺
跡
総
括
編
（
文
字
資

料
・
時
代
別
総
括
）
』
三
十
）
。
山
豆
奈
駅
家
・
鳥
取
駅
家
は
、『
延
喜
式
』

や
ま

つ

な

と

と

り

え
ん

ぎ

し
き

兵

部

省

・
諸
国
駅
伝
馬

条

お
よ
び
『
和

名

類

聚

抄

』
高
山
寺
本
・

ひ
ょ
う

ぶ

し
ょ
う

し
ょ
こ
く
え
き
て
ん

ま

じ
ょ
う

わ

み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
ょ
う

巻
第
十
に
み
え
る
参
河
（
三
河
）
国
の
山
綱
・
鳥
捕
駅
に
合
致
す
る
。
一

や
ま
つ
な

と

と

り

方
、
宮
地
駅
家
は
、
両
書
な
ど
に
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
参
河
国
宝
飯

み
や

じ

ほ

い

郡
に
は
宮
道
郷
が
属
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
辺
り
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ

み
や

ち

と
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
参
河
国
の
駅
家
名
が
掲
げ
ら
れ
た
理
由

と
し
て
は
、そ
れ
ら
を
経
由
し
て
京
へ
と
上
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
木
簡
に
関
係
す
る
人
物
は
、
目
的
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
遠
江

国
か
ら
東
海
道
を
辿
っ
て
尾
張
国
ま
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
美
濃
国
と
の
国

境
を
流
れ
る
墨
俣
河
（
岐
阜
県
大
垣
市
墨
俣
町
墨
俣
付
近
）
を
渡
っ
て

す
の
ま
た

（
『
類

聚

三
代

格

』
巻
第
十
六
・
承
和
二
年
（
八
三
五
）
六
月
二
十
九

る
い
じ
ゅ
う
さ
ん
だ
い
き
ゃ
く

日
太

政

官
符
な
ど
）
東
山
道
へ
と
入
り
、
そ
の
ま
ま
京
へ
と
進
ん
だ
こ

だ
い
じ
ょ
う
か
ん

ぷ

と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
も
ま
た
、
尾
張
国
か
ら
伊
勢
・
伊
賀
両
国

を
通
過
す
る
ル
ー
ト
が
選
ば
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
三
つ
の
史
資
料
か
ら
、
都
お
よ
び
そ
れ
以
西
の
国
と
遠
江
国
以

東
の
東
海
道
諸
国
と
の
間
を
往
来
す
る
際
、
鈴
鹿
関
を
通
ら
ず
、
不
破
関
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を
越
え
た
場
合
が
存
し
た
こ
と
を
捉
え
え
た
。
も
っ
と
も
、
藤
原
・
平
城

と
ら

京
か
ら
尾
張
国
以
東
の
東
海
道
諸
国
へ
、
ま
た
は
後
者
か
ら
前
者
へ
と
赴

く
折
、
鈴
鹿
関
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
も
ま
た
少
な
か
ら
ず
用
い
ら
れ
た
に

相
違
な
い
。
天
平
九
年
（
七
三
七
）
以
前
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

「
伊
勢

国

計
会

帳

」
か
ら
、
太
政
官
な
ら
び
に
民
部
・
兵
部
省
符
と
そ

い

せ

の
く
に
け
い
か
い
ち
ょ
う

れ
に
ま
つ
わ
る
文
書
が
、
伊
賀
・
伊
勢
・
尾
張
の
三
国
間
で
、
遠
江
国
の

浮
浪
人
の
移
送
に
係
わ
る
文
書
が
、
尾
張
・
伊
勢
・
伊
賀
の
三
国
間
で
授

ふ

ろ

う

受
さ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
（
史

）
。
そ
れ
ら
文
書
を
携
え
た
使
者

79

は
、
伊
賀
・
伊
勢
両
国
に
お
け
る
東
海
道
を
利
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
公
使
を
除
け
ば
、
そ
れ
ら
の
間
を
往
還
す
る
場
合
、

鈴
鹿
関
を
越
え
る
経
路
が
避
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
そ
の
よ
う
に
推
考
す
る
理
由
を
、
左
に
二
点
掲
げ
る
。

東
海
道
が
敬
遠
さ
れ
た
理
由

一
つ
目
は
、
伊
勢
国
と
尾
張
国
を
行
き
来

す
る
際
、
木
曾
三
川
の
河
口
部
を
横
切
る
と
い
う
交
通
上
の
障
害
が
伴
っ

て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
河
口
部
を
船
で
往
来
し
た
こ
と
は
、

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
五
月

乙

丑
条
お
よ
び
永
延
二
年

き
の
と
う
し

（
九
八
八
）
十
一
月
八
日
「
尾
張

国

郡
司

百

姓
等
解
」
よ
り
推
し
量
る

お

わ
り
の
く
に
ぐ
ん

じ

ひ
ゃ
く
せ
い
と
う

げ

こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
前
者
を
取
り
上
げ
る
に
、
伊
勢
国
で
は
こ
の
頃
、
新
任
の
国
司

が
赴
任
す
る
時
に
の
み
伝
馬
が
用

い
ら
れ
る
だ
け
で
、
殊
に
桑
名
郡

の
榎
撫
駅
か
ら
尾
張
国
の
間
に
い

え

な
つ

た
っ
て
は
、
水
路
と
な
っ
て
い
る

関
係
上
、
そ
れ
が
不
要
に
な
っ
て

い
る
。
伝
馬
を
飼
養
す
る
だ
け
で

も
民
の
負
担
と
な
る
の
で
、
伊
勢

国
は
そ
の
設
け
自
体
を
停
止
す
る

よ
う
申
請
し
、
許
可
を
得
た
と
い

う
。
『
延
喜
式
』
兵
部
省
・
諸
国

駅
伝
馬
条
な
ど
に
よ
れ
ば
、
尾
張

写真68 多度山から望む木曽三川（桑名市多度町）

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1123sh068.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F68 %E5%A4%9A%E5%BA%A6%E5%B1%B1%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9C%9B%E3%82%80%E6%9C%A8%E6%9B%BD%E4%B8%89%E5%B7%9D%EF%BC%88%E6%A1%91%E5%90%8D%E5%B8%82%E5%A4%9A%E5%BA%A6%E7%94%BA%EF%BC%89
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国
の
う
ち
都
か
ら
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
馬
津
駅
が
存
し
て
い
た
こ
と
が
認

う
ま

つ

め
ら
れ
、
榎
撫
・
馬
津
両
駅
間
の
地
形
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
榎
撫
駅
は
桑
名
市
多
度
町
戸
津
付
近
、
馬
津
駅
は
愛
知
県
津
島
市
辺

と

づ

り
に
比
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
間
の
水
路
と
は
ま
さ
し
く
木
曾
三
川
の
河
口

部
を
指
そ
う(

写
真

)
。
馬
で
渡
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
点
に
照
ら

68

す
に
、
か
な
り
の
水
深
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ

ら
の
間
で
は
船
が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

次
に
、
後
者
を
み
る
に
、
こ
の
解
文
は
尾
張
国
の
郡
司
・
百
姓
な
ど
が

国
守
・
藤
原
朝
臣
元
命
の
苛
政
を
弾
劾
す
る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
と
な

ふ
じ
わ
ら
の
あ
そ
ん
も
と
な
が

る
。
そ
の
一
部
の
内
容
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
馬
津
の
渡
は
東
海
道
で

一
番
の
難
所
で
、
平
安
京
へ
上
る
ま
た
は
そ
こ
か
ら
下
る
官
使
が
滞
留
し

て
し
ま
う
場
所
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
守
が
多
く
の
船
を
揃
え

る
よ
う
努
め
な
い
が
故
に
、
郡
司
ら
が
小
船
を
漕
い
で
官
使
を
渡
す
羽
目

に
陥
っ
て
い
る
状
況
に
対
し
非
難
を
浴
び
せ
か
け
て
い
る
。
馬
津
の
渡
は

『
赤
染
衛
門

集

』
一
七
六
番
歌
・
題
詞
な
ど
に
も
み
え
て
お
り
、
馬
津

あ
か
ぞ
め

え

も
ん
し
ゅ
う

駅
と
一
帯
の
も
の
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
た
と
目
さ
れ
る
。
木
曾
三
川
の

河
口
部
（
「
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
」
で
は
、「
海
路
」
と
書
き
表
さ
れ
て

い
る
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
誤
り
あ
る
ま
い
。
こ
の

史
料
か
ら
、
尾
張
・
伊
勢
両
国
間
を
船
で
行
き
来
し
て
い
た
こ
と
が
押
さ

え
ら
れ
よ
う
。
留
意
す
べ
き
は
、
小
船
で
官
使
を
渡
す
場
合
、
命
が
脅
か

さ
れ
る
可
能
性
も
存
す
る
こ
と
が
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
点
だ
。
そ
の
航
行

は
、
危
険
と
背
中
合
わ
せ
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。

続
い
て
、
二
つ
目
を
述
べ
る
に
、
伊
賀
国
で
は
出
入
り
両
方
と
も
に
峠

道
を
越
え
る
必
要
が
あ
っ
た
点
は
等
閑
視
し
え
な
い
。
こ
の
こ
と
を
認
識

す
る
上
で
大
い
に
参
考
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
の
が
、
津
藩
の
歴
史
を
叙

述
し
た
『
宗
国
史
』
巻
三
・
本
譜
太
祖
公
に
お
け
る
記
事
で
あ
る
。

そ
う
こ
く

し

ほ
ん

ぷ

た
い

そ

こ
う

慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
八
月
、
伊
賀
・
伊
勢
に
転
封
さ
れ
た
初
代

藩
主
・
藤
堂
高
虎
は
、
伊
賀
を
山
路
が
険
し
く
ま
さ
に
自
然
の
要
害
を
な

し
て
い
る
国
で
あ
る
と
し
、
敵
が
襲
来
し
た
場
合
、
険
し
く
狭
い
七
路
に

五
〇
人
の
銃
卒
を
率
い
た
将
官
七
人
を
そ
れ
ぞ
れ
配
置
す
れ
ば
、
防
備
は
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万
全
で
あ
る
と
説
く
。
加
え
て
、
七
路
以
外
の
間
道
に
関
し
て
は
、
み
な

深
い
谷
で
便
に
欠
け
る
と
も
指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
記
事
か
ら
、
周
囲

に
山
が
広
が
る
伊
賀
国
の
景
観
を
あ
り
あ
り
と
想
い
描
く
こ
と
が
で
き
よ

う
。
七
路
の
う
ち
、
安
部
田
牛
舌
口
（
名
張
市
安
部
田
の
辺
り
）
と
加
太

越
え
の
入
り
口
に
位
置
す
る
上
柘
植
一
屋
口
（
伊
賀
市
一
ツ
家
付
近
）
と

を
つ
な
い
だ
道
が
、
飛
鳥
・
藤
原
京
時
代
の
東
海
道
、
島
原
伊
賀
山
口
（
同

市
島
ヶ
原
の
辺
り
）
と
上
柘
植
一
屋
口
と
を
結
ん
だ
道
が
、
平
城
京
時
代

の
東
海
道
に
お
お
よ
そ
合
致
す
る
。
伊
賀
国
を
抜
け
る
に
は
、
険
し
く
狭

い
箇
所
を
二
度
も
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

か
く
し
て
、
伊
賀
・
伊
勢
両
国
に
お
け
る
東
海
道
の
利
用
が
憚
ら
れ
た

要
因
を
論
究
し
た
。
木
曾
三
川
の
河
口
部
を
船
で
渡
る
に
は
、
少
な
か
ら

ず
危
険
が
伴
い
、
且
つ
か
な
り
の
時
間
を
要
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

加
え
て
、
一
〇
世
紀
後
半
以
前
に
お
い
て
も
、
渡
船
の
不
備
に
よ
り
、
足

止
め
を
喰
ら
う
状
況
が
度
々
現
出
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

か
よ
う
な
木
曾
三
川
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
と
、
伊
賀
国
に
お
け
る
険
阻
な

隘
路
と
が
相
俟
っ
て
、
そ
の
通
行
が
敬
遠
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
断

あ
い

ろ

す
る
。
な
お
、
以
上
に
触
れ
た
東
海
道
の
様
態
と
は
異
な
り
、
山
背
国
か

ら
近
江
国
、
現
在
の
湖
南
・
湖
東
地
域
を
経
て
、
美
濃
国
の
不
破
関
に
到

る
東
山
道
は
、
起
伏
に
富
む
と
こ
ろ
も
少
な
く
、
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
通

行
し
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
料
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
が
当
時
の
人
々

を
し
て
東
山
道
を
好
ん
で
選
択
さ
せ
た
所
以
と
な
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
平
安
遷
都
以
降
も
ま
た
東
海
道
の
利
用
が
避
け
ら
れ
た
こ

と
は
、
『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
十
九
・
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
四
月
二
十

六
日
太
政
官
符
な
ど
種
々
の
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
に
比
し
、
東

海
道
を
通
過
し
た
こ
と
を
物
語
る
史
料
は
、『
扶
桑

略

記
』
康
平
六
年
（
一

ふ

そ
う
り
ゃ
っ

き

〇
六
三
）
二
月
十
六
日
条
に
み
え
る
安
倍
貞
任
ら
の
頸
を
献
じ
る
使
者
な

あ

べ
の
さ
だ
と
う

ど
（
史

）
、
わ
ず
か
に
過
ぎ
な
い
。
平
安
京
の
立
地
に
鑑
み
る
と
、
尾

299

張
国
以
東
の
東
海
道
諸
国
と
の
往
来
に
関
し
て
は
、
不
破
関
の
故
地
を
経

る
ル
ー
ト
の
方
が
距
離
が
短
く
、
時
間
の
短
縮
を
図
り
え
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
東
海
道
に
は
木
曾
三
川
の
水
路
に
加
え
、
嶮

峻
な
鈴
鹿
峠
を
越

け
ん
し
ゅ
ん
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え
る
な
ど
地
形
上
の
制
約
が
伴
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
公
（
官
）
使

を
除
い
た
多
く
の
人
々
に
よ
り
東
山
道
が
活
用
さ
れ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら

自
然
な
事
象
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

剹
聖
武
天
皇
の
関
東
行
幸
剹

関
東
行
幸
の
概
観

天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
、
西
海
道
に
お
い
て
藤
原

広
嗣
の
乱
が
継
続
し
て
い
る
最
中
、

聖

武
は
な
ぜ
か
平
城
宮
か
ら
伊
勢

ひ
ろ
つ
ぐ

し
ょ
う

む

国
へ
と
旅
立
つ
。
以
下
に
、
そ
の
経
過
を
概
観
す
る
（
史

）
（
図

）。

82

42

十
月
十
九
日
、
造
伊
勢
国

行

宮
司
が
任
じ
ら
れ
た
。
二
十
三
日
に
は
、

ぞ
う

い

せ

こ
く
ぎ
ょ
う
ぐ
う

し

行
幸
の
行
列
の
指
揮
官
と
し
て
、
塩

焼

王

を
御
前

長

官
、
石
川
王

し
お
や
き
の
お
お
き
み

み

さ
き
の
ち
ょ
う
か
ん

を
御
後

長

官
、
藤
原
仲
麻
呂
を

前

騎

兵

大

将

軍
、
紀
朝
臣
麻
路
を

み

あ
と
の
ち
ょ
う
か
ん

さ
き
の

き

ひ
ょ
う
だ
い
し
ょ
う
ぐ
ん

き
の

あ

そ
ん

ま

ろ

後

騎

兵

大

将

軍
に
任
じ
、
騎
兵
・

東

西

史

部
・

秦

忌
寸
ら
総
勢

あ
と
の

き

ひ
ょ
う
だ
い
し
ょ
う
ぐ
ん

や
ま
と
か
わ
ち
の
ふ
び
と

べ

は
た
の
い
み

き

四
〇
〇
人
を
徴
発
し
た
。
そ
し
て
、
二
十
六
日
、
聖
武
は
広
嗣
討
伐
の
大

将
軍
た
る
大
野
朝
臣

東

人
に
対
し
、「
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
今
月

お
お
の
の

あ

そ
ん
あ
ず
ま
ひ
と

末
に
し
ば
ら
く
関
東
（
鈴
鹿
関
の
東
）
に
往
こ
う
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
す
る
時
で
な
い
の
は
十
分
わ
か
っ
て
は
い
る
が
、
止
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
将
軍
は
こ
れ
を
知
っ
て
驚
き
怪
し
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
」

と
い
う

勅

を
発
し
、
二
十
九
日
に
伊
勢
国
へ
と
出
立
す
る
。

ち
ょ
く

同
日
に
山
辺
郡
竹
谿
村
堀
越
（
奈
良
市
都
祁
友
田
町
字
堀
越
）
、
三
十

つ

げ

む
ら

日
に
伊
賀
国
名
張
郡
、
十
一
月
一
日
に
伊
賀
郡
安
保
頓
宮
（
伊
賀
市
阿
保

あ

ほ
の
か
り
み
や

あ

お

字
上
ノ
代
の
辺
り
）
に
宿
し
、
二
日
に
は
伊
勢
国
壱
志
郡
河
口
頓
宮
（
関

い
ち

し

宮
。
津
市
白
山
町
川
口
付
近
）
に
到
っ
た
。
一
〇
ヵ
日
の
滞
在
中
、
三
日

に
は
、
大
井
王
ら

を
派
遣
し
て
幣
帛

へ
い
は
く

を
伊
勢
大
神
宮
に

奉
っ
た
。
同
日
、

大
野
東
人
よ
り
先

月
二
十
三
日
に
藤

原
広
嗣
を
捕
獲
し

た
旨
が
伝
え
ら
れ

る
。
法
に
基
づ
い

図42 聖武天皇の関東行幸経路

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1124zu042.JPG&?pn=%E5%9B%B342 %E8%81%96%E6%AD%A6%E5%A4%A9%E7%9A%87%E3%81%AE%E9%96%A2%E6%9D%B1%E8%A1%8C%E5%B9%B8%E7%B5%8C%E8%B7%AF
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て
処
刑
し
、
そ
の
後
に
報
告
す
る
よ
う
命
じ
た
聖
武
は
、
安
心
し
た
の
で

あ
ろ
う
、
四
日
に
和
遅
野
（
同
市
白
山
町
二
本
木
付
近
）
で
遊
猟
し
、
伊

わ

ち

の

勢
国
の
今
年
の
租
を
免
じ
て
い
る
。
実
際
、
広
嗣
・
綱
手
の
兄
弟
は
十
一

つ

な

て

月
一
日
に
肥
前
国
松
浦
郡
で
斬
ら
れ
て
お
り
、
聖
武
は
五
日
付
の
東
人
の

ま
つ

ら

奏
状
で
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

十
二
日
に
河
口
を
発
ち
、
壱
志
郡
を
経
て
、
十
四
日
に
は
鈴
鹿
郡
赤
坂

頓
宮
に
達
す
る
。
九
日
間
の
滞
在
中
、
二
十
一
日
に
は
陪

従

の
文
武
官

べ
い
じ
ゅ
う

お
よ
び
騎
兵
な
ど
に
位
階
が
授
け
ら
れ
、
二
十
二
日
に
は
五
位
以
上
に

絁

が
与
え
ら
れ
た
。
二
十
三
日
に
朝
明
郡
、
二
十
五
日
に
桑
名
郡
石
占

あ
し
ぎ
ぬ

あ
さ

け

い
し
う
ら

（
桑
名
市
多
度
町
戸
津
の
辺
り
か
）
、
二
十
六
日
に
美
濃
国
当
伎
郡
を
経

と

づ

た

ぎ

て
、
十
二
月
一
日
に
は
不
破
郡
不
破
頓
宮
（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
の
辺
り

か
）
に
到
る
。
赤
坂
頓
宮
よ
り
先
の
伊
勢
国
内
で
は
、
東
海
道
が
利
用
さ

れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
二
日
に
宮
処
寺
・
曳

常

泉

へ
と
行
幸
し
た
後
、
四

み
や

こ

で
ら

ひ
き
つ
ね
の
い
ず
み

日
に
は
騎
兵
司
を
解
い
て
平
城
京
へ
と
帰
ら
せ
た
。
同
日
、
聖
武
は
国
城

を
巡
覧
す
る
。
国
城
は
不
破
関
を
指
す
と
の
所
説
も
存
す
る
が
（
野
村
忠

夫
「
律
令
三
関
の
称
呼
を
め
ぐ
っ
て
」）
、
美
濃
国
府
を
意
味
す
る
可
能
性

こ
く

ふ

も
残
る
。
六
日
に
近
江
国
坂
田
郡
横
川
（
米
原
市
醒
井
付
近
か
）
へ
と
達

よ

か
わ

さ
め
が
い

す
る
と
、
右
大
臣
・
橘

諸

兄
を
先
発
さ
せ
、
遷
都
の
た
め
に
山
背
国
相
楽

た
ち
ば
な
の
も
ろ
え

さ
が
ら
か

郡
恭
仁
郷
（
木
津
川
市
加
茂
町
例
幣
一
帯
）
の
地
を
整
備
さ
せ
た
。
以
降
、

く

に

れ
い
へ
い

七
日
に
犬
上
、
九
日
に
蒲
生
郡
、
十
日
に
野
洲
、
十
一
日
に
志
賀
郡
禾
津

あ
わ

づ

（
大
津
市
膳
所
付
近
）
、
十
四
日
に
相
楽
郡
玉
井
（
綴
喜
郡
井
手
町
井
手

ぜ

ぜ

つ
づ

き

小
字
玉
ノ
井
の
辺
り
）
に
宿
し
、
十
五
日
に
は
恭
仁
宮
へ
と
到
着
す
る
。

聖
武
が
再
び
平
城
宮
へ
と
戻
っ
た
の
は
、
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
五
月

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
恭
仁
・
難
波
・
紫
香
楽
な
ど
都
を
転
々
と
す
る
彷
徨

し

が

ら

き

の
時
代
の
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
の
だ
。

聖
武
が
行
幸
を
実
施
し
た
の
は
、
藤
原
広
嗣
に
呼
応
し
て
平
城
京
で
も

反
乱
が
勃
発
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
一
時
的
に
退
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と

す
る
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
（
岸
俊
男
『
藤
原
仲
麻
呂
』
な
ど
）
。
近

年
で
は
、
伊
勢
大
神
宮
へ
の
奉
幣
を
目
的
に
、
も
う
少
し
早
い
時
期
に
行

幸
が
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
戦
乱
の
故
に
延
期
さ
れ
、
そ
の
終
焉
が
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予
想
し
う
る
段
階
で
遂
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
す
る
推
論
が
認
め
ら
れ
る

（
渡
辺
晃
宏
『
平
城
京
と
木
簡
の
世
紀
』
）
。
『
万
葉
集
』
巻
第
六
・
一
〇

二
九
～
三
六
番
歌
は
、
関
東
行
幸
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
と
な
る
。
一

〇
二
九
番
の
題
詞
に
は
、「
大
宰

少

弐
藤
原
朝
臣
広
嗣
が
謀
反
せ
む
と
し

だ

ざ
い
し
ょ
う

に

て

発

軍
す
る
に
依
り
て
、
伊
勢
国
に

幸

せ
る
時
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
に

い
く
さ
だ
ち

い
で
ま

よ
れ
ば
、
広
嗣
の
乱
の
影
響
を
受
け
て
伊
勢
行
幸
が
決
行
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
こ
の
題
詞
は
後
世
に
造
作
さ
れ
た
可
能
性
が
強
く
、
そ

の
動
機
を
適
確
に
把
握
し
え
て
い
る
か
ど
う
か
す
こ
ぶ
る
心
許
な
い
。
聖

武
の
簡
単
な
勅
か
ら
、
そ
の
心
情
を
余
す
こ
と
な
く
読
み
取
る
こ
と
は
容

易
で
な
く
、
ひ
い
て
は
行
幸
の
要
因
を
究
明
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る

と
い
え
よ
う
。

赤
坂
頓
宮
に
関
す
る
諸
説

鈴
鹿
郡
に
営
ま
れ
た
赤
坂
頓
宮
の
所
在
地
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
。
そ
れ
を
比
定
す
る
に
は
、
地
名
で
あ
る
赤
坂

の
位
置
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。
先
学
も
ま
た
、
赤
坂
と

い
う
地
名
を
手
掛
か
り
に
、
そ
の
所
在
地
に
ま
つ
わ
る
思
案
を
め
ぐ
ら
せ

て
い
る
。

『
三
国
地
志
』
巻
之
二
十
七
で
は
、「

按

、
関
市
中
瑞
光
禅
寺
の
後

さ
ん
ご
く

ち

し

あ
ん
ず
る
に

園
に
あ
り
。
字
赤
坂
又
御
所
と
云
」
と
み
え
る
。
藤
堂
元
甫
に
請
わ
れ
て

と
う
ど
う
も
と
と
し

同
書
の
編
纂
に
従
事
し
た
萱
生
由
章
に
よ
る
「
鈴
鹿
賦
」
に
も
、
こ
の
こ

か
よ

う

よ
し
ふ
る

す
ず

か

ふ

と
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
勢
陽
五
鈴
遺

響

』
鈴
鹿
郡
巻
之
三
で
も
、

せ
い
よ
う

ご

れ
い

い

き
ょ
う

「
瑞
光
寺
ノ
後
ニ
小
字
赤
坂
ト
云
処
ア
リ
。
鈴
鹿
赤
坂
頓
宮
ト
称
ス
遺
跡

ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
三
書
で
は
、
関
町
木
崎
の
瑞
光
寺
の
後
園
な

い
し
は
後
ろ
に
存
す
る
小
字
・
赤
坂
に
赤
坂
頓
宮
址
を
求
め
て
い
る
。
後

園
は
家
の
後
ろ
の
庭
園
と
い
う
意
味
を
有
す
る
か
ら
、
瑞
光
寺
の
北
側
の

辺
り
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
三
国
地
志
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
赤

坂
は
ま
た
御
所
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
と
し
、先
の
解
釈
を
導
き
出
す
上
で
、

こ
の
点
も
大
い
に
参
考
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
時
代
が
下
っ
て
、
『
伊
勢

名
勝
志
』
で
は
、
「
木
崎
村
字
内
山
ニ
在
リ
。
今
、
耕
地
タ
リ
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
関
町
木
崎
小
字
北
野
の
ま
る
や
ま
公
園
内
に
、
昭

和
八
年
（
一
九
三
三
）
三
月
に
三
重
県
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
「
赤
坂
頓
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宮
阯
」
の
石
碑
が

立
っ
て
い
る
（
写

真

）
。
こ
の
場

69
所
が
瑞
光
寺
の
北

方
に
位
置
し
て
い

る
こ
と
に

鑑

み

か
ん
が

る
と
、
建
碑
に
あ

た
り
『
三
国
地
志
』

な
ど
の
記
載
を
参

看
し
た
可
能
性
は

強
い
と
目
さ
れ
る
。

山
田
木
水
著
『
亀
山
地
方
郷
土
史
』
第
一
巻
（
一
九
七
〇
年
、
初
刊
一

九
六
〇
年
）
で
は
、
関
町
木
崎
内
山
に
あ
る
と
し
、
「
こ
の
地
小
字
を
赤

坂
と
称
し
地
積
一
反
六
畝
歩
関
町
の
共
同
墓
地
と
な
っ
て
い
て
、
土
俗
之

せ

ぶ

ど

ぞ
く
こ
れ

を
赤
坂
三
昧
と
呼
ん
で
い
た
」
と
綴
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
「
赤
坂
頓
宮

阯
」
の
記
念
碑
が
こ
の
地
の
丘
陵
中
腹
に
建
て
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
の

で
、
現
在
の
ま
る
や
ま
公
園
付
近
に
赤
坂
頓
宮
跡
を
比
定
し
て
い
る
こ
と

が
押
さ
え
ら
れ
る
。
『
鈴
鹿
関
町
史
』
上
巻
（
一
九
七
七
年
）
で
も
、
同

様
の
解
釈
が
採
ら
れ
て
お
り
、
頓
宮
が
営
ま
れ
た
結
果
、
内
山
と
い
う
地

名
が
生
じ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
で
は
、
鈴
鹿
市
国
府
町
の
小
字
・
赤
坂
（
写
真

）

こ

う

70

も
注
目
さ
れ
て
お
り
（
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典

二
四

三
重
県
』
一

九
八
三
年
、
岡
田
登
「
伊
勢
大
鹿
氏
に
つ
い
て
（
下
）
」
）
、
同
町
の
三
宅

神
社
遺
跡
か
ら
八

世
紀
前
半
の
大
型

の
井
戸
が
検
出
さ

れ
た
点
な
ど
を
踏

ま
え
、
そ
の
付
近

に
頓
宮
が
設
営
さ

れ
る
条
件
は
十
分

写真69 赤坂頓宮址碑（関町木崎）

写真70 鈴鹿市国府町赤坂付近

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1125sh069.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F69 %E8%B5%A4%E5%9D%82%E9%A0%93%E5%AE%AE%E5%9D%80%E7%A2%91%EF%BC%88%E9%96%A2%E7%94%BA%E6%9C%A8%E5%B4%8E%EF%BC%89
http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1126sh070.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F70 %E9%88%B4%E9%B9%BF%E5%B8%82%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E7%94%BA%E8%B5%A4%E5%9D%82%E4%BB%98%E8%BF%91
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に
整
え
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
『
暫
ク
関
東
ニ
往
カ
ン
ト
ス
』
）。

如
上
の
諸
説
の
問
題
点
を
述
べ
る
と
、
そ
れ
ら
赤
坂
が
ど
れ
く
ら
い
古

く
に
遡
る
地
名
な
の
か
定
か
で
な
い
点
は
無
視
し
え
ま
い
。
関
町
木
崎
の

赤
坂
も
、
確
認
で
き
る
の
は
『
三
国
地
志
』
な
ど
が
著
さ
れ
た
江
戸
時
代

中
期
の
こ
と
で
、
そ
の
成
立
は
比
較
的
新
し
か
っ
た
可
能
性
も
捨
て
切
れ

な
い
。
ち
な
み
に
、
亀
山
市
域
で
は
現
在
、
住
山
町
・
三
寺
町
・
川
崎
町
・

辺
法
寺
町
に
赤
坂
・
西
赤
坂
な
る
字
名
が
認
め
ら
れ
る
。
赤
坂
は
、
赤
土

が
露
出
し
て
い
る
坂
道
に
由
来
す
る
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
、

そ
の
成
立
時
期
が
い
つ
な
の
か
は
っ
き
り
せ
ず
、
赤
坂
頓
宮
跡
の
候
補
と

し
て
注
目
す
る
の
は
早
計
と
な
ろ
う
。
ま
た
、『
三
国
地
志
』
な
ど
で
は
、

赤
坂
が
御
所
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
点
、
『
鈴
鹿
関
町
史
』
で
は
、
内
山
の

内
に
意
を
注
ぐ
こ
と
で
、
天
皇
と
の
関
係
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
だ

が
、
両
者
を
そ
う
捉
え
る
に
は
明
証
に
欠
け
る
憾
み
が
あ
る
。
赤
坂
頓
宮

の
比
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
古
い
史
料
か
ら
赤
坂
を
抽
出
し
、

そ
の
上
で
そ
の
辺
り
が
頓
宮
の
設
営
地
と
し
て
相
応
し
い
条
件
を
備
え
て

ふ
さ

わ

い
る
か
ど
う
か
種
々
の
観
点
か
ら
掘
り
下
げ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

赤
坂
頓
宮
の
所
在
試
案

取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
石

上

寺
文
書
の
う
ち

せ
き
じ
ょ
う

じ

も
ん
じ
ょ

の
一
点
、
正
元
元
年

（
一
二
五
九
）
六
月

日
「

某

寄
進

状

」

な
に
が
し

き

し
ん
じ
ょ
う

で
あ
る
（
写
真

）（
史

71

）
。
石
上
寺
新
熊
野

い
ま
く
ま

の

497権
現
に
不
断
御
燈
油

ご
ん

げ
ん

ふ

だ
ん

ご

と
う

ゆ

畠
（
燈
明
を
燃
や
し

ば
た続

け
る
た
め
の
油
料

を
得
る
畠
）
な
ら
び

に
荒
野
な
ど
を
寄
進

す
る
内
容
の
も
の
で
、

そ
の
四
至
表
示
か
ら
、

し

い

し

石
上
寺
周
辺
の
か
な

写真71 正元元年（1259）６月日「某寄進状」

（亀山市歴史博物館寄託文書 石上寺所蔵）

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1127sh071.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F71 %E6%AD%A3%E5%85%83%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%881259%EF%BC%89%EF%BC%96%E6%9C%88%E6%97%A5%E3%80%8C%E6%9F%90%E5%AF%84%E9%80%B2%E7%8A%B6%E3%80%8D
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り
広
い
地
域
が
某
よ
り
施
入
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。注
目
す
べ
き
は
、

北
限
の
「
赤
坂
苽
生
」
で
あ
る
。
亀
山
市
川
合
町
の
東
野
公
園
の
北
西
、

椋
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
小
字
・
瓜
生
が
存
し
、
苽
生
は
こ
れ
に
合
致
し
よ

う
り
ゅ
う

う
。
よ
っ
て
、
「
赤
坂
苽
生
」
は
赤
坂
・
苽
生
と
解
す
る
の
が
穏
当
と
な

る
。
小
字
・
瓜
生
の
北
～
北
東
に
か
け
て
は
丘
陵
が
広
が
り
、
亀
山
市
み

ず
ほ
台
・
み
ど
り
町
が
位
置
す
る
。
赤
坂
は
こ
の
丘
陵
を
登
る
坂
道
に
因

み
、
み
ず
ほ
台
・
み
ど
り
町
の
辺
り
に
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
地
名
と
推

量
さ
れ
る
。
鎌
倉
時
代
中
期
に
遡
る
鈴
鹿
郡
内
の
古
い
地
名
で
あ
り
、
赤

坂
頓
宮
の
所
在
地
を
探
る
上
で
看
過
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
い
。そ
こ
で
、

亀
山
市
み
ず
ほ
台
・
み
ど
り
町
の
辺
り
が
、
赤
坂
頓
宮
の
所
在
地
と
し
て

適
当
か
ど
う
か
、
様
々
な
視
点
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
（
図

）
。

43

ま
ず
は
、
伊
勢
国
府
に
眼
を
向
け
る
。
平
安
時
代
に
は
鈴
鹿
市
国
府
町

付
近
に
営
ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
伊
勢
国
府
は
、
近
年
の
発
掘

調
査
に
よ
っ
て
、
奈
良
時
代
後
半
に
は
鈴
鹿
市
広
瀬
町
・
亀
山
市
能
褒
野

町
の
辺
り
（
長
者
屋
敷
遺
跡
）
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
関
東
行
幸
の
折
に
は
、
み
ず
ほ
台
・
み
ど
り
町
の
丘
陵
に
程
近
い
長

図43 小字・瓜生周辺

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1128zu043.JPG&?pn=%E5%9B%B343 %E5%B0%8F%E5%AD%97%E3%83%BB%E7%93%9C%E7%94%9F%E5%91%A8%E8%BE%BA
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者
屋
敷
遺
跡
の
地
に
、
地
域
支
配
の
拠
点
た
る
国
府
が
営
ま
れ
て
い
た
蓋

然
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。

続
い
て
、
東
海
道
を
取
り
上
げ
る
。
「
某
寄
進
状
」
か
ら
、
石
上
寺
新

熊
野
権
現
に
寄
進
さ
れ
た
所
領
の
東
限
が
大
道
、
す
な
わ
ち
東
海
道
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
み
ず
ほ
台
・
み
ど
り
町
の
丘
陵
の
す
ぐ
東
側
を
旧

東
海
道
が
走
っ
て
お
り
、
か
か
る
ル
ー
ト
が
古
代
に
ま
で
遡
及
す
る
か
が

問
題
と
な
ろ
う
。
最
近
の
発
掘
調
査
の
結
果
、
鈴
鹿
関
は
関
町
新
所
付
近

に
設
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
実
と
な
り
、
八
世
紀
の
東
海
道
は
鈴
鹿
川

北
岸
に
敷
か
れ
て
い
た
こ
と
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ゆ
え
に
、

奈
良
時
代
で
も
丘
陵
の
東
裾
部
分
を
東
海
道
が
通
過
し
て
い
た
は
ず
で
、

そ
こ
は
交
通
の
便
に
恵
ま
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

最
後
に
、
行
幸
に
随
従
し
た
人
々
の
数
、
お
よ
び
頓
宮
の
規
模
に
つ
い

て
着
目
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
行
幸
の
行
列
の
指
揮
官
と
し
て
塩
焼

王
ら
四
人
が
任
命
さ
れ
、
加
え
て
騎
兵
な
ど
四
〇
〇
人
が
召
集
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
赤
坂
頓
宮
に
お
け
る
叙
位
の
記
事
で
は
、
先
の
四
名
を
含
む

五
一
人
の
名
前
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
万
葉
集
』
か
ら
、
大

伴
家
持
・
丹
比
真
人
屋
主
・
大
伴
宿
禰
東
人
の

従

駕
が
認
め
ら
れ
、
つ

た
じ
ひ
の

ま

ひ
と

や

ぬ
し

お
お
と
も
の
す
く
ね
あ
ず
ま
ひ
と

じ
ゅ
う

が

ま
る
と
こ
ろ
、
総
勢
は
五
〇
〇
人
を
上
回
っ
て
い
た
こ
と
が
推
断
さ
れ
る
。

頓
宮
近
辺
に
は
、
か
よ
う
な
人
々
が
宿
泊
す
る
施
設
も
ま
た
設
営
さ
れ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
伊
勢
国
の
頓
宮
に
関
し
て
は
、
造
行
宮
司
が
臨

時
に
組
織
さ
れ
て
お
り
、
新
た
に
建
造
さ
れ
た
、
既
存
の
公
的
施
設
を
修

繕
・
移
築
し
た
、
な
い
し
は
両
者
を
と
り
混
ぜ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

赤
坂
頓
宮
に
は
割
合
に
長
く
止
宿
し
て
お
り
、
陪
従
の
者
が
宿
泊
す
る
建

物
も
含
め
設
備
が
か
な
り
充
実
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
行
幸
の

行
列
の
規
模
に
照
ら
す
と
、
多
く
の
施
設
が
用
意
さ
れ
た
は
ず
で
、
必
ず

や
広
い
敷
地
が
必
要
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
み
ず
ほ
台
・
み
ど
り
町
の

丘
陵
は
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
を
有
し
、
頓
宮
お
よ
び
そ
の
関
連
施
設
を
営

む
の
に
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

か
く
し
て
、
亀
山
市
み
ず
ほ
台
・
み
ど
り
町
の
辺
り
に
赤
坂
頓
宮
を
比

定
し
て
も
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
従
前
の
諸
説
が
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問
題
を
抱
え
て
い
る
以
上
、
か
か
る
見
解
が
成
立
す
る
余
地
は
多
分
に
残

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
一
帯
の
本
格
的
な
発
掘
調

査
は
ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
成
果
と
突
き
合
わ
せ
て
検
討

す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
。
文
献
史
料
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
乏
し

さ
の
故
に
自
ず
と
限
界
が
存
し
、
考
古
学
の
成
果
に
少
な
か
ら
ず
頼
ら
ざ

お
の

る
を
え
な
い
。
こ
こ
に
臆
見
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
こ
の
辺
り
の
調
査
に

対
す
る
関
心
が
少
し
で
も
高
ま
れ
ば
、喜
び
こ
れ
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
。

第
三
項

遺
跡
か
ら
見
た
古
代
東
海
道

東
海
道
の
変
遷
と
駅
家

伊
勢
国
内
に
は
駅
路(

官
道)
と
し
て
の
東
海
道

が
、
鈴
鹿
関
・
鈴
鹿
駅
家
を
通
過
し
た
後
東
進
し
、
北
伊
勢
を
縱
・
横
断

し
て
揖
斐
・
長
良
の
三
川
を
横
切
り
尾
張
国
へ
至
る
コ
ー
ス
と
し
て
設
定

さ
れ
て
い
た
。
東
海
道
に
は
鈴
鹿
駅
家(

二
〇)

-

河
曲
駅
家(

一
〇)

-
朝
明

駅
家(

一
〇)

-

榎
撫
駅
家(

一
〇)

が
置
か
れ
、
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
そ
れ

ぞ
れ
駅
馬
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
※(

)

が
馬
数

さ
ら
に
、
鈴
鹿
関
・

鈴
鹿
駅
家
以
南
に
東
海
道
志
摩
支
路
が
設
け
ら
れ
、
鈴
鹿
駅
家
か
ら
伊
勢

国
南
部
を
通
過
し
て
、
市
村
駅
家(

八)

䢣
飯
高
駅
家(

八)

䢣
度
会
駅
家

い
ち
む
ら

い
い
だ
か

(

八)

䢣
鴨
部
駅
家(

四)

䢣
磯
部
駅
家(

四)

を
経
て
志
摩
国
府
へ
至
っ
て

か
も

べ

い
そ

べ

い
た
。（
図

）
44

こ
う
し
た
東
海
道

の
成
立
過
程
を
示
す

遺
跡
が
、
伊
賀
䢣
伊

勢
の
境
界
域
に
所
在

す
る
古
墳
時
代
前
期

の
祭
祀
遺
跡
で
あ
る

新
道
岩
陰
遺
跡
（
関

し
ん
み
ち
い
わ
か
げ

町
新
所
）
で
あ
り
、

ル
ー
ト
の
伊
賀
側
の

写図44 伊勢国駅路の復原

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/04/gi.htm?pf=1129zu044.JPG&?pn=%E5%86%99%E5%9B%B344 %E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD%E9%A7%85%E8%B7%AF%E3%81%AE%E5%BE%A9%E5%8E%9F
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起
点
に
位
置
す
る
奥
弁
天
四
号
墳
（
伊
賀
市
壬
生
野
）
や
ル
ー
ト
中
間
点

お
く
べ
ん
て
ん

の
笹
ヶ
平
古
墳
（
関
町
金
場
・
考
古
編
第
六
章
参
照
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ

さ
さ

が

ひ
ら

ら
遺
跡
の
発
見
に
よ
っ
て
、
遅
く
と
も
四
世
紀
以
降
、
伊
賀
䢣
伊
勢
の
奈

良
時
代
の
東
海
道
相
当
道
路
、
近
江
䢣
伊
勢
の
平
安
時
代
東
海
道
相
当
道

路
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
道
路
を

｢

原
東
海
道｣

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
壬
申
の
乱
で
の
大
海
人
皇
子
の
行

お
お
あ
ま
の
お
お
う
じ

軍
ル
ー
ト
は
ま
さ
に
原
東
海
道
の
伊
賀
䢣
伊
勢
ル
ー
ト
を
進
ん
だ
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
同
乱
に
お
い
て
大
津
皇
子
が
大
津
近
江
朝
廷
か
ら
逃
れ
て

お
お
つ
の
お
う

じ

鈴
鹿
へ
至
っ
た
道
は
、
原
東
海
道
の
近
江
䢣
伊
勢
ル
ー
ト
を
と
っ
た
可
能

性
が
高
い
の
で
あ
る
。
七
世
紀
後
半
ま
で
に
は
、
ほ
ぼ
後
の
東
海
道
に
相

当
す
る
道
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
経

緯
を
経
て
『
大
宝
律
令
』
が
制
定
さ
れ
る
と
、
両
ル
ー
ト
の
結
節
点
に
鈴

鹿
関
が
設
置
さ
れ
る
。
と
同
時
に
鈴
鹿
駅
家
が
置
か
れ
た
と
推
定
で
き
る

が
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て
は
地
名
や
採
集
遺
物
な
ど
か
ら
関
町
古
厩
付
近

が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
（
写
真

）
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
地
名
に
よ
る

72

も
の
で
あ
り
、
こ
の
地
が
確
実
に
鈴
鹿
駅
家
で
あ
る
と
は
い
い
き
れ
な
い
。

特
に
推
定
地
が
鈴
鹿
川
の
南
岸
に
位
置
す
る
点
に
問
題
が
残
る
。
鈴
鹿
駅

に
配
置
さ
れ
た
駅
馬
は
二
〇
疋
で
、
他
の
駅
家
の
倍
置
か
れ
て
い
た
。
そ

の
目
的
が
東
海
道
本
道
用
の
十
疋
と
志
摩
支
路
用
の
十
疋
と
解
釈
す
れ

ば
、
鈴
鹿
駅
家
が
鈴
鹿
川
の
南
岸
と
北
岸
の
二
箇
所
に
設
置
さ
れ
て
い
た 写真72 鈴鹿駅家推定地周辺航空写真
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可
能
性
も
生
ず
る
。
北

岸
の
鈴
鹿
駅
家
の
位
置

を
現
状
で
は
明
示
し
得

な
い
が
、
鈴
鹿
関
小
関

の
推
定
地
で
あ
る
、
現

在
の
関
神
社
南
部
で
、

古
厩
地
名
の
遺
称
地
と

鈴
鹿
川
を
挟
ん
で
対
峙

す
る
位
置
に
で
も
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。東

海
道
本
道
に
面
す

る
朝
明
駅
家
に
つ
い
て

は
既
に
指
摘
し
た
通

り
、
久
留
倍
遺
跡
第
一
期
建
物
群
が
相
当
し
、｢

コ｣

字
形
の
建
物
配
置
を

採
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
（
図

）
。
ま
た
、
榎
撫
駅
家
に
つ
い
て
は

え

な

つ

45

そ
の
構
造
の
詳
細
は
不
明
だ

が
、
東
海
道
と
木
曽
三
川
渡

航
地
点
、
不
破
関
と
の
間
を

つ
な
ぐ
陸
上
交
通
路
の
三
機

能
が
集
中
す
る
位
置
に
あ
る

こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
。
古

代
の
駅
家
は
機
械
的
に
三
十

里
毎
に
配
置
さ
れ
た
の
で
は

な
く
、
多
様
な
交
通
網
の
集

ま
る
地
点
に
置
か
れ
た
の
で

あ
っ
た
（
写
真

）
。

73

榎
撫
・
朝
明
駅
家
事
件
と
阿
須
波
道
の
開
削

と
こ
ろ
で
、『
日
本
後
紀
』

延
暦
二
十
四
年(

八
〇
五)

十
一
月
壬
申(

十
三
日)

条
に
は
大
変
珍
し
い
殺

人
事
件
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
往
時
の
東
海
道
を
様
々
な
人
々
が
通

写真73 桑名市柚井遺跡（榎撫駅家推定地）

図45 久留部遺跡（朝明駅家推定地）平面図
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過
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
貴
重
な
記
録
な
の
で
少
し
紹
介
し
て
お
こ
う
。

「
壬
申
。
先
是
伊
豆
国
掾
正
六
位
上
山
田
宿
祢
豊
濱
奉
使
入
京
。
至
伊
勢
国
榎

撫
朝
明
二
駅
之
間
。
就
村
求
湯
。
有
人
与
之
。
更
復
煖
酒
相
飲
。
其
後
嘔
吐
。

至
伊
賀
国
堺
。
豊
濱
従
者
死
。
豊
濱
情
知
毒
酒
。
勤
加
療
治
。
至
京
遂
死
。

遣
使
左
兵
衛
少
志
従
六
位
下
紀
朝
臣
濱
公
勘
之
。
无
得
。」

平
安
時
代
の
初
め
、
伊
豆
国
か
ら
都(

平
安
京)

へ
登
る
た
め
に
従
者
を

引
き
連
れ
て
や
っ
て
き
た
山
田
豊
浜
と
い
う
人
物
が
、
東
海
道
を
伊
豆
国

䢪
駿
河
国
䢪
三
河
国
䢪
尾
張
国
と
西
進
し
て
、
尾
張
国
馬
津
駅
家
（
愛
知

う
ま

づ

県
津
島
市
）
か
ら
木
曽
三
川
を
渡
航
し
て
榎
撫
駅
へ
渡
り
、
次
の
朝
明
駅

へ
向
か
う
途
中
の
村
で
湯
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
人
が
い
て
こ
れ
を
与
え
て

く
れ
た
。
さ
ら
に

煖

酒
を
進
め
ら
れ
た
の
で
こ
れ
を
飲
ん
だ
。
と
こ
ろ

あ
た
た
め
ざ
け

が
村
を
出
て
先
へ
進
む
内
に
吐
き
気
が
し
て
吐
い
て
し
ま
っ
た
。
伊
賀
国

と
の
境(

鈴
鹿
関
辺
り)

で
従
者
の
一
人
が
死
亡
し
、
呑
ん
だ
の
が
毒
の
酒

で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
途
中
豊
浜
自
身
も
治
療
を
加
え
た
が
、
と
う
と

う
京
に
着
い
た
と
き
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
京
か
ら
警
察
担
当

の
左

兵

衛
府
の
役
人
紀
浜
公
が
調
査
に
当
た
っ
た
が
犯
人
を
捕
ま
え
る

さ

ひ
ょ
う

え

ふ

き
の
は
ま
き
み

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
伊
勢
国
に
関
す
る
二
つ
の
事
項
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
第
一
は
八
〇
五
年
と
い
う
都
が
平
安
京
に
遷
さ
れ
て
す
ぐ
の
頃

に
、
東
海
道
が
伊
賀
国

境
近
く
を
通
過
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
「
伊
賀

国
堺｣

が
具
体
的
に
ど
こ

な
の
か
は
不
明
だ
が
、

①
大
山
越
え
で
伊
賀
国

柘
植
（
伊
賀
市
柘
植
）

か
ら
北
上
し
て
草
津
を

経
て
京
に
向
か
う
コ
ー

写真74 「阿須波道」周辺の地形
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ス
、
②
鈴
鹿
峠
か
ら
甲
賀
（
滋

賀
県
甲
賀
市
）
を
経
て
京
へ

向
か
う
コ
ー
ス
の
二
候
補
が

あ
る
（
写
真

）
。
①
は
壬

74

申
の
乱
に
際
し
高
市
皇
子
が

た
け
ち
の
お
う

じ

大
津
宮
か
ら
脱
出
し
て
き
た

お
お
つ
の
み
や

道
で
あ
り
、
②
は
、
同
じ
く

乱
に
際
し
大
津
皇
子
が
脱
出

し
て
き
た
ル
ー
ト
で
あ
る
。

山
田
豊
浜
が
病
身
を
押
し
て

進
む
に
は
ど
ち
ら
も
難
所
で

は
あ
る
が
、
「
国
堺
」
を
経

て
京
に
向
か
う
と
い
う
表
現
か
ら
は
①
で
は
伊
賀
国
を
経
て
と
な
り
、
当

時
国
境
に
は
集
落
ら
し
き
遺
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
②
の
コ

ー
ス
で
延
暦
八
年(

七
八
九)

廃
止
さ
れ
た
鈴
鹿
関
付
近
で
従
者
が
死
亡

し
、
鈴
鹿
峠
越
え
で
京
に
向
か
っ
た
と
す
る
方
が
理
解
し
や
す
い
。
（
写

真

）
第
二
は
、
当
時
榎
撫
駅
と
朝
明
駅
の
間
に
集
落
が
展
開
し
て
、
酒

75
食
を
与
え
る
ほ
ど
の
人
々
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
の
東
海

道
は
そ
れ
な
り
の
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

鈴
鹿
峠
越
え

の
東
海
道
の
開
通
は
、
阿
須
波
道
と
し
て
改
作
さ
れ
た
仁
和
二(

八
八
六)

あ

す

は

み
ち

年
以
降
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
史
料
か
ら
そ
れ
以
前
か
ら
使

用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
と
わ
か
る
。

写真75 現在の片山神社
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