
シンボルマーク　高橋晴人

み
や
ま
文
庫

　227みやま文庫

古
代
東
国
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア・上
毛
野

上
毛
野
氏
と
東
山
道
十
五
国
都
督

小
池 

浩
平 

著

古
代
東
国
の

 

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア・
上カ

ミ

ツ

ケ

ノ

毛
野

上
毛
野

上
毛
野
氏
と
東ヤ

マ
ノ
ミ
チ

山
道
十
五
国
都カ

ミ督

小
池 

浩
平
著

裏
表
紙
の
写
真  

高
塚
古
墳
出
土
武
人
埴
輪 （
群
馬
大
学
所
蔵・群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
提
供
） 



山上碑金井沢碑

多胡碑

は
じ
め
に

私
が
歴
史
に
興
味
を
感
じ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
高
校
二
年
生
の
時
の
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘

の
発
見
に
関
す
る
新
聞
記
事
で
あ
る
。
新
聞
の
一
面
に
「
大
和
政
権
の
勢
力
が
東
国
に
及
ぶ
」
と
い
う
大
き
な
見

出
し
、
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣
に
金
象
嵌
で
百
十
五
文
字
が
刻
ま
れ
、「
辛
亥
年
（＝

西
暦
四
七
一
年
）」
と
い

う
年
紀
や
「
獲
加
多
支
鹵
大
王
（＝

雄
略
天
皇
）」
と
い
う
大
王
名
が
記
さ
れ
、
五
世
紀
後
半
に
関
東
地
方
へ
倭
王

権
の
勢
力
が
及
ん
で
い
た
こ
と
が
ま
さ
に
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
世
紀
の
大
発
見
に
感
動
す
る
と
と

も
に
、
一
つ
の
史
料
の
発
見
に
よ
っ
て
歴
史
が
大
き
く
塗
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
学
習
院
大
学
文
学
部
史
学
科
へ
進
学
し
た
私
が
、
群
馬
県
の
古
代
史
を
学
ぶ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
、『
上
毛
野
国
』と
い
う
本
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
読
売
新
聞
社
前
橋
支
局
記
者
岡
島
成
行
が
、
群
馬
大

学
名
誉
教
授
尾
崎
喜
左
雄
の
監
修
の
も
と
に
刊
行
し
た
も
の
で
、
東
国
で
強
大
な
地
位
を
築
い
た
上
毛
野
国
の
姿

に
つ
い
て
古
墳
文
化
を
通
し
て
概
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
上
毛
野
国
を
築
い
た
上
毛
野
君
一
族
に
つ

い
て
、
尾
崎
と
松
島
榮
治
が
そ
れ
ぞ
れ
自
説
を
展
開
し
、
尾
崎
は
「
上
毛
野
国
が
強
大
だ
っ
た
の
は
大
和
政
権
と

の
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
」
と
し
、
松
島
は
「
騎
馬
民
族
が
日
本
に
渡
っ
て
き
て
（
中
略
）
そ
の
う
ち
の
一
団
が

毛
野
地
方
に
来
た
」
と
し
「
独
立
王
国
だ
っ
た
上
毛
野
国
が
大
和
政
権
に
対
抗
し
て
い
た
」
と
論
じ
る
。
私
は
郷



土
群
馬
の
古
代
史
へ
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
郷
土
群
馬
を
誇
り
に
感
じ
た
。

さ
ら
に
学
習
院
大
学
で
は
、私
の
歴
史
研
究
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
影
響
、と
い
う
よ
り
も
ま
さ
に
自
分
に
と
っ

て
の
奇
跡
的
な
出
会
い
に
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恩
師
で
あ
る
故
黛
弘
道
教
授
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
黛

先
生
は
群
馬
県
下
仁
田
町
出
身
で
日
本
古
代
史
の
大
家
で
あ
っ
た
。
私
は
黛
先
生
の
学
恩
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
、
さ
ら
に
は
同
郷
の
よ
し
み
も
あ
っ
て
、
歴
史
研
究
に
取
り
組
む
姿
勢
や
考
え
方
、
さ
ら
に
は
群
馬
県
の
古
代

史
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
、
黛
先
生
か
ら
き
め
細
か
な
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
卒
業
式
後
、
先
生
か
ら

『
上
毛
野
国
と
大
和
政
権
』
と
い
う
本
を
サ
イ
ン
入
り
で
頂
戴
し
た
。
私
の
卒
業
論
文
の
提
出
期
限
で
あ
る
昭
和

六
〇
年
一
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
し
か
も
私
の
卒
業
論
文
と
同
じ
テ
ー
マ
で
の
著
作
で
あ
っ
た
。
上
毛
野

氏
や
上
毛
野
国
の
動
向
に
つ
い
て
、
列
島
全
体
を
視
野
に
置
き
、
文
献
史
料
の
み
な
ら
ず
考
古
学
・
地
名
研
究
な

ど
様
々
な
分
野
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
、
お
国
自
慢
に
な
ら
ず
に
客
観
的
・
論
理
的
に
上
毛
野
氏
や
上
毛
野
国
の

全
体
像
を
し
っ
か
り
と
描
き
出
し
て
お
り
、
私
の
卒
業
論
文
が
ま
っ
た
く
足
元
に
も
及
ば
な
い
拙
い
内
容
で
あ
る

こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
卒
業
後
も
群
馬
の
古
代
史
を
引
き
続
き
研
究
し
、
深
め
て

い
く
よ
う
に
と
の
黛
先
生
か
ら
の
叱
咤
激
励
と
受
け
止
め
、
そ
の
後
自
分
自
身
の
座
右
の
書
と
し
て
き
た
。

私
に
と
っ
て
黛
先
生
か
ら
ご
指
導
い
た
だ
い
た
最
も
重
要
な
上
毛
野
氏
研
究
の
視
点
、そ
れ
は
こ
の
著
作
の「
は

し
が
き
に
」
に
あ
る
次
の
一
文
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
毛
野
国
の
古
代
を
考
え
る
と
き
、（
中
略
）日
本
列
島
全
体
を
視
野
に
お
さ
め
、
そ
の
中

の
一
部
と
し
て
の
東
国
、
さ
ら
に
そ
の
一
角
を
占
め
る
毛
野
国
と
い
う
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
毛
野
国
の
古
代
史
は
毛
野
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
東
国
全
体
、
さ
ら
に
は
日
本
列
島

全
体
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
何
よ
り
も
大
和
政
権
と
の
関
係
、
紀
州
と

の
関
係
な
ど
を
通
じ
て
日
本
古
代
史
の
重
要
な
一
部
を
構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

黛
先
生
は
、
卒
業
論
文
の
指
導
を
通
じ
て
「
上
毛
野
氏
は
も
と
も
と
は
中
央
豪
族
か
地
方
豪
族
か
」
と
い
う
課

題
を
、
私
に
繰
り
返
し
問
い
か
け
ら
れ
た
。
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
上
毛
野
氏
研
究
に
お
い
て
重
要
で
あ

る
と
の
認
識
か
ら
で
あ
る
。
著
作
の
中
で
黛
先
生
は
上
毛
野
氏
の
本
質
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

結
論
と
し
て
は
、
こ
れ
（
上
毛
野
氏
）
を
中
央
貴
族
と
見
れ
ば
そ
う
見
え
な
い
こ
と
は
な
い
し
、
地
方

豪
族
と
い
え
ば
そ
う
も
い
え
る
、
と
い
う
あ
い
ま
い
な
こ
と
し
か
引
き
出
せ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
中
央
、

地
方
と
い
う
概
念
だ
け
で
は
上
毛
野
氏
族
の
性
格
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
強
い
て
言
え
ば
、
中
央
貴
族
的
地
方
豪
族
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）上
毛
野
氏
は

そ
も
そ
も
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
「
都
督
」
的
地
方
豪
族
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

私
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
卒
業
論
文
で
は
こ
の
課
題
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
ず
に
大
学
を
卒
業
し
た
。
そ

の
後
、
高
等
学
校
教
諭
・
県
文
化
財
保
護
課
指
導
主
事
・
県
立
歴
史
博
物
館
学
芸
員
と
し
て
、
少
し
ず
つ
で
は
あ

る
が
、
自
分
な
り
に
先
生
か
ら
与
え
ら
れ
た
課
題
に
答
え
る
た
め
に
研
究
を
続
け
て
き
た
。
黛
先
生
は
平
成
二
二
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し
た
八
世
紀
前
後
の
地
方
政
治
の
実
情
や
、
地
方
へ
の
仏
教
の
広
が
り
、
家
族
の
中
で
の
女
性
の
地
位
な
ど
が
明

ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
上
野
の
地
域
ま
で
東
ア
ジ
ア
に
共
通
す
る
漢
字
文
化
や
仏

教
信
仰
が
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
大
変
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
古
代
の
国
際
的
な
文
化
交
流
を
物
語
る
資
料

で
あ
る
。

本
書
で
は
上
野
三
碑
へ
の
理
解
が
深
ま
っ
て
き
た
方
に
も
、
初
心
者
の
方
に
も
親
し
ん
で
碑
文
の
内
容
や
そ
の

価
値
を
知
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
関
連
す
る
資
料
を
多
用
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
よ
う
に
心
が
け

た
。
ま
た
、
最
近
の
「
世
界
の
記
憶
」
登
録
へ
の
動
き
や
新
発
見
の
資
料
な
ど
に
も
ふ
れ
て
お
り
、
多
く
の
方
々

に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

年
一
二
月
に
他
界
さ
れ
、
す
で
に
ご
指
導
を
い
た
だ
く
こ
と
は
叶
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
本
年
で
大
学

を
卒
業
し
て
三
〇
年
目
の
節
目
を
迎
え
、
こ
れ
ま
で
の
積
み
重
ね
て
き
た
研
究
を
と
り
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く

機
会
を
得
た
。
そ
こ
で
、
黛
先
生
の
教
え
に
沿
っ
て
、
東
国
（＝

ア
ヅ
マ
）
と
い
う
世
界
を
ど
う
捉
え
、
そ
の
東

国
に
お
い
て
上
毛
野
氏
・
上
毛
野
地
域
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
を
も
っ
て
本
書
を

書
き
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

以
上
、
私
の
歴
史
研
究
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
三
つ
の
出
会
い
と
本
書
を
記
す
意
図
に
つ
い
て
述
べ
て
き

た
が
、
次
に
本
書
を
ど
の
よ
う
な
構
成
で
書
き
進
め
て
い
く
の
か
を
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

第
一
章
で
は
、『
日
本
書
紀
』に
み
え
る
上
毛
野
氏
の
始
祖
で
あ
る
豊
城
入
彦
命
に
関
す
る
伝
承
記
事
の
分
析
を

中
心
に
、
五
世
紀
に
お
け
る
倭
王
権
（
倭
の
五
王
）
の
対
外
交
渉
や
東
国
政
策
の
中
で
、
上
毛
野
氏
が
ど
の
よ
う

に
対
応
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
と
く
に
紀
氏
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
視
点
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。
併
せ
て
、『
新

撰
姓
氏
録
』
に
み
え
る
上
毛
野
氏
同
祖
氏
族
の
成
立
過
程
や
、
東
国
・
毛
野
・
毛
人
と
い
う
名
称
の
由
来
を
解
明

し
、
上
毛
野
氏
が
東
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
政
治
的
地
位
や
役
割
を
担
っ
た
の
か
を
考
え
る
。

第
二
章
で
は
、『
日
本
書
紀
』安
閑
天
皇
元
年
条
に
み
え
る
武
蔵
国
造
の
乱
に
関
与
し
た
上
毛
野
君
小
熊
の
記
事

を
中
心
に
、
六
世
紀
の
継
体
以
後
の
新
た
な
倭
王
権
の
体
制
｜
大
王
と
大
連
・
大
臣
と
の
合
議
体
制
｜
の
中
で
、

上
毛
野
氏
が
大
王
や
畿
内
有
力
首
長
と
ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
も
ち
、
東
国
政
策
を
進
め
て
い
っ
た
の
か
を
検
討

す
る
。上
毛
野
地
域
が
王
権
に
と
っ
て
重
要
な
ミ
ヤ
ケ
の
地
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
中
心
に
分
析
を
進
め
て
い
く
。

第
三
章
で
は
、『
日
本
書
紀
』舒
明
天
皇
九
年
条
に
み
え
る
蝦
夷
征
討
を
行
っ
た
上
毛
野
君
形
名
の
記
事
を
中
心

に
、
六
世
紀
末
以
降
の
倭
王
権
の
華
夷
思
想
に
も
と
づ
く
小
中
華
帝
国
を
め
ざ
し
た
動
き
の
中
で
、
上
毛
野
氏
が

壬
生
部
や
君
子
部
な
ど
の
部
民
を
介
し
て
エ
ミ
シ
政
策
を
ど
の
よ
う
に
推
進
し
て
い
っ
た
か
を
分
析
す
る
。
こ
の

エ
ミ
シ
政
策
へ
の
対
応
こ
そ
が
上
毛
野
氏
の
本
質
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
ユ
ネ
ス
コ
「
世
界
の
記
憶
」
へ
の
登
録
を
め
ざ
し
て
い
る
上
野
三
碑
を
中
心
に
、
七
世
紀
後
半

か
ら
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
律
令
国
家
の
形
成
や
そ
れ
に
と
も
な
う
政
策
が
、
上
毛
野
｜
上
野
国
地
域
の
政
治
や

社
会
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
っ
た
の
か
を
把
握
す
る
。
上
野
三
碑
に
は
、
上
毛
野
氏
に
関
す
る
直
接
的
な
記

載
は
な
い
が
、
石
碑
が
も
つ
豊
か
な
情
報
｜
列
島
全
体
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
人
や
文
化
の
交
流

｜
か
ら
上
毛
野
氏
の
実
像
を
類
推
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
古
代
の
有
力
首
長
で
あ
る
上
毛
野
氏
の
実
像
に
つ
い
て
、
四
章
仕
立
て
で
書
き
進
め
て
い
く
が
、

五
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
上
毛
野
氏
が
、
地
方
首
長
と
し
て
倭
王
権
の
中
枢
（
大
王
や
有
力
首
長
）
と
常
に

密
接
な
つ
な
が
り
を
保
ち
、
上
毛
野
以
東
地
域
（
令
制
下
の
上
野
・
下
野
・
武
蔵
・
常
陸
・
陸
奥
）
を
支
配
す
る

都
督
（
地
方
の
軍
事
を
統
轄
す
る
武
官
）
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
上
毛
野
地
域
は
都
督
府
の
よ
う

な
戦
略
拠
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
さ
に
東
国
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（
最
前
線
・
最
先
端
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
本
書

で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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