
2013 年 11 月 1日　広報あおもり 4

藤
原
氏
の
時
代
と
重
な

る
も
の
で
、
浪
岡
城
の

基
底
に
は
、
平
泉
政
権

の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と

を
証
明
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
鎌
倉
時
代
（
13

～
14
世
紀
）
の
陶
磁
器

も
少
量
み
ら
れ
、
室
町

時
代（
15
世
紀
中
ご
ろ
）

か
ら
各
種
遺
物
が
増
大

し
、
戦
国
時
代
（
16
世

紀
）
に
最
も
多
く
な
り
、

江
戸
時
代
（
17
世
紀
）

以
降
は
減
少
し
ま
す
。

　

文
献
史
料
が
ほ
と
ん

ど
残
っ
て
い
な
い
浪
岡

氏
に
あ
っ
て
、
城
館
を

築
城
・
整
備
し
始
め
た

時
期
は
、
考
古
学
調
査

の
成
果
に
よ
り
、
15
世

紀
中
ご
ろ
と
推
定
さ
れ

ま
し
た
。

石
垣
と
天
守
閣
は
あ
っ

た
？　

城
と
い
う
と
弘

前
城
の
よ
う
に
天
守
閣

と
石
垣
・
水
堀
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
し
か

し
、
天
守
閣
と
い
う
考
え
方
は
織
田
信
長
が

近
世
城
郭
・
安
土
城
を
築
城
（
天
正
４
年
・

１
５
７
６
）
し
て
以
来
の
考
え
方
で
あ
り
、

百
年
以
上
も
前
に
造
ら
れ
た
浪
岡
城
に
天
守

閣
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
中
世
の
城
館
は
、
堀
と
土
塁
で
防

御
機
能
を
高
め
、
水
を
張
ら
な
い
空
堀
を
多

用
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
曲
輪
の
斜

面
に
石
垣
を
用
い
る
例
は
少
な
く
、
浪
岡
城

に
あ
っ
て
も
石
垣
を
構
築
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

城
内
の
建
物
と
住
人
は
？　

城
の
中
に
は
礎

石
を
も
つ
建
物
と
掘
立
柱
建
物
そ
し
て
竪
穴

８
）
ま
で
居
城
し
た
こ
と
、
内う
ち
だ
て館

・
北き

た
だ
て館

・

西に
し
だ
て館

な
ど
の
曲く

る
わ輪

が
河
岸
段
丘
上
に
残
る
こ

と
、
内
館
は
「
行な
み
お
か丘

公
園
」
に
な
っ
て
お
り

有あ
り
す
が
わ
の
み
や

栖
川
宮
熾た

る
ひ
と仁

親
王
の
題
字
を
刻
し
た
『
北

畠
古
城
跡
碑
』
が
あ
る
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
築
城
年
代
は
分
か
ら
な
い
ま
ま

の
指
定
で
あ
り
、
天
正
６
年
、
津
軽
為
信
に

攻
め
落
と
さ
れ
る
ま
で
、
浪
岡
氏
が
拠よ

っ
て

い
た
と
し
て
い
ま
す
。

本
来
の
築
城
年
代
は
？　

浪
岡
城
跡
の
発
掘

調
査
は
、
昭
和
52
年
（
１
９
７
７
）
か
ら
始

ま
り
、
出
土
し
た
陶
磁
器
に
よ
っ
て
城
跡
の

存
続
年
代
も
明
ら
か

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
城
跡
は
一

時
期
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

平
安
時
代
（
12
世

紀
後
半
）
の
館た
ち

か
ら

は
、
か
わ
ら
け
や
白

磁
な
ど
の
遺
物
と
堀

跡
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
平
泉

　

今
回
は
、
浪
岡
地
区
を
代
表
す
る
国
史
跡

「
浪
岡
城
跡
」
の
謎
を
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
し

な
が
ら
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

城
・
館
・
建
物

城
は
い
つ
誰
が
造
っ
た
か
？　

城
跡
は
、
昭

和
15
年
（
１
９
４
０
）
２
月
10
日
、
皇
紀
二

千
六
百
年
と
な
る
紀
元
節
の
前
日
に
県
内
初

の
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時

の
指
定
書
に
は
、
南
朝
の
忠
臣
・
北
畠
氏
の

末
裔
で
あ
る
浪
岡
氏
が
天
正
６
年
（
１
５
７

青
森

 
タ
イ
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ト
ラ
ベ
ル

第
７
回

【
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合
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史
編
さ
ん
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５
２
７
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浪
岡
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ラ
ベ
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ク
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か
。
縄
文
時
代
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
鎌
倉
・

室
町
・
戦
国
時
代
に
な
っ
て
も
竪
穴
を
利
用

し
て
い
る
こ
と
は
不
思
議
な
気
が
し
ま
す
が
、

実
は
、
全
国
的
に
も
一
般
的
な
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、『
一
遍
上
人
絵
伝
』（
鎌
倉
時

代
）
に
お
い
て
も
竪
穴
建
物
が
描
か
れ
、
中

世
都
市
・
鎌
倉
で
は
土
倉
と
し
て
、
東
北
地

方
の
城
館
で
は
鍛
冶
工
房
と
し
て
、
そ
し
て

浪
岡
城
で
は
掘
立
柱
建
物
に
武
士
階
級
が
、

竪
穴
建
物
に
は
下
人
・
職
人
な
ど
が
住
み
分

け
し
な
が
ら
居
住
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ま

し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
建
物

が
発
見
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い

ま
だ
に
「
こ
こ
が
便
所
」
と
い
う
場
所
は
見

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
も
し
か
す
る
と
、
建

物
の
周
囲
で
な
く
、
堀
に
共
同
便
所
が
備
え

て
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

北
日
本
を
代
表
す
る
出
土
遺
物

女
・
男
、
流
通
す
る
遺
物
？　

出
土
し
た
遺

物
の
中
で
、
明
ら
か
に
女
性
の
使
用
し
た
も

の
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
紅べ
に
ざ
ら皿

、
二
つ
は
鏡
、

三
つ
は
鋏
は
さ
み
、
四
つ
は
毛
抜
き
鋏
で
す
。
い
ず

れ
も
化
粧
道
具
で
、
む
さ
く
る
し
い
武
士
だ

け
で
な
く
日
常
生
活
を
営
む
女
性
が
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
武
士
の

使
用
す
る
刀
・
鐔つ
ば

・
鉄て

つ
ぞ
く鏃
や
鎧

よ
ろ
い
な
ど
の
武

器
・
武
具
も
多
く
出
土
し
ま
す
が
、
そ
れ
以

上
に
陶
磁
器
・
銭
貨
・
漆
器
な
ど
が
発
見
さ

れ
、
城
館
は
、
政
治
的
の
み
な
ら
ず
経
済
的

の
建
物
が
、
数
時
期
に
わ
た
っ
て
重
複
し
な

が
ら
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
建
物

は
、
屋
敷
と
み
ら
れ
る
空
間
に
井
戸
な
ど
と

と
も
に
建
築
さ
れ
、
柱
の
間
隔
や
位
置
関
係

か
ら
特
定
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
復
元

図
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
を
み
る
と
、
16
世
紀
前
半
で
は
、

城
主
の
居
住
す
る
館
は
内
館
、
家
臣
団
の
屋

敷
が
広
が
る
館
は
北
館
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
東
ひ
が
し
だ
て館

や
西
館
も
家
臣
団
の
屋
敷
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
城
主
と
家
臣
・
賓

客
が
対
面
す
る
た
め
の
部
屋
で
あ
る
九こ
こ
の
ま間

は
、

内
館
で
発
見
さ
れ
、
現
在
「
中
世
の
館
」
に

復
元
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
の
時
代
に
竪
穴
の
建
物

が
存
在
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す

な
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
陶
磁
器
に
つ
い
て
は
生
産
地
が
分

か
る
資
料
が
多
く
、
国
内
産
で
は
瀬せ

と戸
・

美み

の濃
・
常と

こ
な
め滑

・
信し

が
ら
き楽

・
珠す

ず洲
・
越え

ち
ぜ
ん前

・

備び
ぜ
ん前

・
唐か

ら
つ津

・
奈な

ら良
火
鉢
が
あ
り
、
中
国
産

で
は
龍
り
ゅ
う
せ
ん
よ
う

泉
窯
の
青
磁
や
景け

い
と
く
ち
ん

徳
鎮
の
染
付
・
赤

絵
、
朝
鮮
産
陶
器
も
出
土
し
、
総
数
２
万
点

近
く
の
数
量
は
、
東
ア
ジ
ア
的
流
通
経
済
の

一
端
を
み
せ
て
く
れ
ま
す
。

埋
納
さ
れ
る
遺
物
？　

陶
磁
器
と
と
も
に
鉄

製
品
や
木
製
品
・
石
製
品
・
銭
貨
は
数
の
多

さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
出
土
状
態
に
も
当

時
の
精
神
性
を
う
か
が
え
る
事
例
が
存
在
し

ま
す
。

　

埋ま
い
の
う納

と
は
、
人
間
が
意
識
的
に
「
モ
ノ
」

を
埋
め
る
行
為
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
伏

せ
た
鉄
鍋
の
中
に
農
具
一
式
を
埋
納
し
た
事

例
。
内な
い

耳じ

鍋な
べ

の
脇
に
鎌
を
置
き
、
中
に
は

苧お
ひ
き
が
ね

引
金
（
麻
の
繊
維
を
す
く
道
具
）
・
小

刀
・
轡
く
つ
わ
・
鍬く

わ

な
ど
を
安
置
し
て
、
神
事
に
使

う
左
綯な

い
の
縄
も
残
っ
て
い
た
も
の
で
す
。

鉄
鍋
を
か
ぶ
せ
る
こ
と
は
、
災
い
を
封
じ
込

め
る
意
図
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
出
土
し
た
遺

物
の
使
用
者
の
悪
霊
を
封
じ
込
め
た
も
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
前
述
し
た
竪
穴
建
物
跡
か
ら
は
、

銅
鏡
２
面
や
鉄て
つ
て
い鋌
と
い
わ
れ
る
鉄
素
材
、
さ

ら
に
は
刀
が
床
面
に
置
か
れ
て
い
る
事
例
も

あ
り
、
一
種
の
埋
納
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

銭
は
備
蓄
か
埋
納
か
？　

そ
こ
で
考
え
て
欲

し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
般
に
城
跡
か
ら

は
、
銭
貨
（
中
国
の
銅
銭
が
多
い
）
が
、
紐

を
通
し
た
緡さ

し

の
状
態
で
出
土
す
る
こ
と
が
多

く
、
浪
岡
城
で
は
四
例
ほ
ど
発
見
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
中
の
ひ
と
つ
が
、
５
９
７
１
枚

の
数
を
み
た
事
例
で
す
。

　

発
見
当
初
は
、
ヘ
ソ
ク
リ
と
し
て
隠
し
忘

れ
た
銭
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
も
の
だ

ろ
う
と
考
え
、「
備び
ち
く
せ
ん

蓄
銭
」
と
し
て
紹
介
し

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
全
国
的
に
も
こ
の
よ

う
な
発
見
例
が
多
く
見
ら
れ
、
忘
却
と
考
え

る
よ
り
、
そ
の
埋
め
る
場
所
の
大
地
神
か
ら

土
地
を
借
り
る
た
め
の
契
約
銭
で
は
な
い
か

と
の
考
え
も
出
さ
れ
、「
埋
納
銭
」
と
し
て

報
告
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
皆
さ
ん
の
意
見
は
ど
ち
ら
で
し
ょ

う
か
。

（
元
浪
岡
町
史
編
集
委
員
・
工
藤
清
泰
）
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