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古今往来　関連年表
時　代 西　暦 和　暦 主　な　で　き　ご　と

奈

良

710 和銅３ 平城京に都をうつす
724 神亀１ 多賀城がつくられる（多賀城碑による）
737 天平９ 大野東人、陸奥国から出羽柵に至る直路を開こうとする。多賀柵の初見
749 天平感宝１ 陸奥守百済王敬福、小田郡（宮城県涌谷町）で産出した金を献上する
752 天平勝宝４ 東大寺大仏開眼
759 天平宝字３ 桃生城・雄勝城完成
762 天平宝字６ 多賀城碑建立。多賀城碑によれば、この年藤原朝獦が多賀城を修造する
774 宝亀５ 海道の蝦夷が桃生城を襲う。以後３８年にわたり、中央政府側と蝦夷との間で戦いが続く
780 宝亀１１ 伊治公呰麻呂が多賀城を襲い、火を放つ
782 延暦１ 大伴家持、陸奥按察使・鎮守将軍となる
785 延暦４ 大伴家持死去
794 延暦13 平安京に都をうつす

平

安

797 延暦16 坂上田村麻呂、征夷大将軍に任命される
８００頃 この頃、宮城県北及び岩手県南で激しかった中央政府側と蝦夷との戦いが終息する

802 延暦２１ 坂上田村麻呂、胆沢城をつくり、多賀城から鎮守府をうつす
839 承和６ この年の記事を最後に、「多賀城」の名が記録から見えなくなる
864 貞観６ 源融、陸奥出羽按察使に任命される
869 貞観１１ 陸奥国大地震、城下に津波が押し寄せる

11世紀中頃 この頃以降、それまでの多賀城は維持されなくなる
1051 永承６ 源頼義、陸奥守となる。前九年の役（〜 1062）
1083 永保３ 源義家、陸奥守となる。後三年の役（〜 1087）
1186 文治２ 西行、再び陸奥国を訪れる
1189 文治５ 平泉藤原氏滅亡

鎌倉
・
室町

1192 建久３ 源頼朝、征夷大将軍となる
1333 元弘３／正慶２ 北畠顕家、陸奥守となり、義良親王を奉じ陸奥国府に赴く
1337 延元２／建武４ 北畠顕家、陸奥国府を放棄し、霊山に移る
1339 延元４／暦応２ 後醍醐天皇が死去し、義良親王、後村上天皇となる
1573 天正１ 室町幕府滅びる

安土桃山 1590 天正１８ 八幡氏、留守氏の所替えに従い、八幡を去る
1600 慶長５ 関が原の戦い

江

戸

1603 慶長８ 徳川家康、江戸幕府をひらく。仙台城がほぼ完成し、伊達政宗入城。
1625 寛永２ 伊達安芸宗重、天童重頼の娘婿となり天童家の家督を継いで、頼長と名乗る
1639 寛永１６ 天童頼長、涌谷伊達家に戻る
1671 寛文１１ 伊達安芸宗重、江戸酒井邸において原田甲斐宗輔の刃傷により落命
1689 元禄２ 松尾芭蕉、「おくのほそ道」の旅で壺碑、末の松山などを見る
1694 元禄７ この頃徳川光圀、仙台藩主伊達綱村に書簡を送り、多賀城碑の覆屋建設を勧める
1703 元禄１６ 伊達吉村、仙台藩５代藩主となる
1773 安永３ 多賀城市域の諸村、風土記御用書出提出

明治
・
大正

1868 明治１ 戊辰戦争が終わり、明治と改元
1889 明治２２ 多賀城村ができ、役場を市川の玉川寺に置く
1893 明治２６ 正岡子規、与謝野鉄幹、多賀城を訪れる
1922 大正１１ 多賀城跡が多賀城廃寺跡とともに史跡に指定される

昭
和
・
平
成

1943 昭和１８ 多賀城海軍工廠開庁
1945 昭和２０ 第二次世界大戦終結
1951 昭和２６ 町制施行
1960 昭和３５ 多賀城跡の発掘調査事業が開始される
1961 昭和３６ 東北大学伊東信雄教授を団長として、多賀城廃寺跡の発掘調査が開始される
1966 昭和４１ 多賀城跡・多賀城廃寺跡が特別史跡に指定される
1971 昭和４６ 市制施行
1980 昭和５５ 館前遺跡、特別史跡に追加指定
1990 平成２ 柏木遺跡、特別史跡に追加指定
1993 平成５ 山王遺跡千刈田地区、特別史跡に追加指定
1998 平成10 多賀城碑、国の重要文化財（古文書）に指定
2010 平成22 多賀城跡発掘調査50周年。平城遷都1300年
2024 多賀城創建1300年

文化庁

平成25年度文化庁  文化遺産を活かした地域活性化事業

この印刷物は、環境にやさしい「水なし印刷」
と「植物油インキ」を使用しています。
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大お

お

野の
の

東あ
ず
ま

人ひ
と

は
多
賀
城
を
創
建
し
た
奈
良
時
代
前
半
の
武
人

で
、多
賀
城
碑
に
も
そ
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
東
人
は
、
壬じ

ん

申し
ん

の
乱
で
活
躍
し
た
大お

お

野の
の

果は
た

安や
す

の
子
と
し

て
生
ま
れ
、武
人
で
あ
っ
た
果
安
の
子
ら
し
く
、和わ

銅ど
う

７
年

（
７
１
４
）、騎
兵
を
率
い
て
新し

羅ら
ぎ

の
外
交
使
節
を
出
迎
え
た

と
い
う
記
事
で
、初
め
て
記
録
に
登
場
し
ま
す
。

　
神じ

ん

亀き

元
年（
７
２
４
）、東
人
に
よ
り
多
賀
城
が
築
か
れ
ま

す
が
、こ
の
年
に
は
海か

い

道ど
う（
太
平
洋
沿
岸
）の
蝦え

み

夷し

が
反
乱
し
、

陸
奥
国
の
官
人
が
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
ま

す
。直
ち
に
藤ふ

じ

原わ
ら
の

宇う
ま

合か
い

を
大
将
軍
と
す
る
征
討
軍
が
派
遣
さ

れ
、反
乱
の
鎮
圧
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
が
、征
討
軍
の
中
に

東
人
の
名
は
見
え
ま
せ
ん
。し
か
し
、後
の
征
討
に
対
す
る

叙
勲
の
際
に
は
そ
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、征
討
軍
の
要

職
に
つ
い
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
天て

ん

平ぴ
ょ
う９
年（
７
３
７
）に
は
按あ

察ぜ

使ち

兼
鎮ち

ん

守じ
ゅ

府ふ

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

と
し

て
東
北
地
方
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
東
人

は
、
多
賀
城
を
拠
点
に
、
雄お

勝が
ち

村む
ら（
秋
田
県
）

を
攻
略
し
て
城

じ
ょ
う

郭か
く

を
築
き
多
賀
城
│
出
羽
柵

間
の
連
絡
路
を
開
こ
う
と
し
ま
す
。し
か
し
、

大
雪
が
降
る
な
ど
作
戦
は
順
調
に
進
ま
ず
、

「
城
を
守
る
の
は
人
間
で
あ
り
、人
を
活
か
す

に
は
食

し
ょ
く

糧り
ょ
うが
必
要
で
あ
る
。
耕
作
の
時
期
を

失
え
ば
、
何
を
兵
士
に
給
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。さ
ら
に
兵
と
い
う
も
の
は
、利
を
み

て
動
き
、利
益
が
な
け
れ
ば
行
動
し
な
い
。そ

れ
故
、軍
を
引
き
上
げ
て
一
旦
帰
り
、今
後
を

待
っ
て
始
め
て
城
郭
を
作
ろ
う
」と
、多
賀
城

へ
引
き
返
し
て
い
ま
す
。東
人
が
、勇
猛
な
ば

か
り
で
な
く
、状
況
を
的
確
に
判
断
で
き
る
人

物
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

　
そ
の
後
、都
に
戻
っ
た
東

人
は
参さ

ん

議ぎ

と
な
り
ま
す
が
、

天
平
12
年（
７
４
０
）に
九

州
で
藤ふ

じ

原わ
ら
の

広ひ
ろ

嗣つ
ぐ（
藤
原
宇
合

の
子
）の
乱
が
起
き
る
と
、

大
将
軍
と
し
て
１
万
７
千

の
兵
士
を
率
い
て
鎮
圧
に

向
か
い
ま
す
。こ
の
乱
の
影
響
は
大
き
く
、聖

し
ょ
う

武む

天
皇
は
東

人
に
気
を
遣
い
つ
つ
も
、乱
の
最
中
、伊
勢
方
面
へ
行
幸
し
、

平
定
後
も
平
城
京
へ
は
戻
ら
ず
、恭く

仁に

京き
ょ
う（
京
都
府
）に
遷
都

し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
翌
年
、東
人
は
平
城
京
の
留
守
官
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、

天
平
14
年（
７
４
２
）没
し
ま
し
た
。

　
東
人
は
、東
北
地
方
の
経
営
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、そ

の
礎
を
築
い
た
東
北
地
方
の
古
代
史
上
、最
重
要
人
物
の
一

人
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

大お

お

野の

の 

東あ

ず

ま

人ひ

と

（
？
〜
７
４
２
）

人
物
伝
❶

多
賀
城
碑
文

多
賀
城
碑
に
は
東
人
の
官
位
官
職
に
つ
い
て
「
按
察
使
兼
鎮
守
将
軍
従じ

ゅ

四し

位い
の

上じ
ょ
う

勲く
ん

四よ
ん

等と
う

」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

多賀城第Ⅰ期政庁（宮城県多賀城跡調査研究所提供）
大野東人によって創建された政

せい

庁
ちょう

です。建物や築
つい

地
じ

塀はすべて掘
ほっ

立
たて

式
で、主要な建物には瓦が葺かれていました。規模は東西約103ｍ、南北
約116ｍで、中央に正

せい

殿
でん

、東西に脇
わき

殿
でん

があり、南門とこれら建物に囲ま
れて広場があるという配置は、一貫して変わりませんでした。

正殿
西脇殿

東脇殿
広場

南門

前殿
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百

く
だ
ら

済の
こ
に

王き
し

敬き
ょ
う

福ふ
く

は
、か
つ
て
朝
鮮
半
島
に
あ
っ
た
百く

だ

済ら
の

国く
に

の

王
族
の
子
孫
に
あ
た
る
人
物
で
、文も

ん

武む

天て
ん

皇の
う

元
年（
６
９
７
）

百
済
国
最
後
の
王
の
ひ
孫
に
あ
た
る
百
済
王
郎ろ

う

虞ぐ

の
子
と
し

て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
敬
福
は
、天て

ん

平ぴ
ょ
う

10
年（
７
３
８
）陸む

つ

奥の

介す
け（
陸
奥
国
の
次
官
）

と
し
て
記
録
に
登
場
し
ま
す
。
こ
の
時
の
陸む

つ

奥の

守か
み（
長
官
）

は
、多
賀
城
を
創
建
し
、鎮ち

ん

守じ
ゅ

府ふ

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

の
職
も
兼
任
し
て
い

た
大お

お

野の
の

東あ
ず
ま

人ひ
と

で
し
た
。そ
の
後
、天
平
15
年（
７
４
３
）に
は

陸
奥
守
に
な
り
ま
す
。

　
天
平
21
年（
７
４
９
）陸
奥
国
小お

田だ

郡（
宮
城
県
涌わ

く

谷や

町
）

で
黄
金
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
知
ら
せ
が
都
に
届
き
ま
す
。

当
時
、仏
教
の
力
で
国
を
治
め
よ
う
と
し
て
い
た

聖し
ょ
う

武む

天
皇
は
、東
大
寺
の
大
仏
建
立
を
進
め
て
い

ま
し
た
が
、完
成
を
目
前
に
し
て
大
仏
に
塗
る
黄

金
が
不
足
し
て
し
ま
い
、中
国
か
ら
の
輸
入
ま
で

考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、９
０
０
両

の
黄
金
が
献
上
さ
れ
た
時
の
天
皇
の
喜
び
は
大
き

く
、年
号
を
天
平
か
ら
天て

ん

平ぴ
ょ
う

感か
ん

宝ぽ
う

に
改
め
た
ほ
ど

で
す
。こ
れ
に
よ
り
陸
奥
守
で
あ
っ
た
敬
福
は
、位

が
７
階
級
特
進
す
る
異
例
の
出
世
を
遂
げ
ま
し
た
。

　
当
時
、越え

っ

中ち
ゅ
う

国（
富
山
県
）に
赴
任
し
て
い
た
万
葉
歌
人
と

し
て
有
名
な
大お

お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

は

　
す
め
ろ
き
の
　
御み

世よ

栄
え
む
と
東

あ
ず
ま

な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸み

ち

奥の
く

山や
ま

に
　
金

く
が
ね

花
咲
く

　
と
黄
金
発
見
を
祝
し
た
歌
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
敬
福
は
、橘

た
ち
ば
な

奈の
な

良ら

麻ま

呂ろ

の
乱
で
は
反
乱
者
を
勾
留

し
、恵え

美み
の

押お
し

勝か
つ（
藤ふ

じ

原わ
ら
の

仲な
か

麻ま

呂ろ

）の
乱
で
は
、仲
麻
呂
に
よ
っ

て
た
て
ら
れ
た
淳

じ
ゅ
ん

仁に
ん

天
皇
を
幽ゆ

う

閉へ
い

す
る
任
に
あ
た
る
な
ど
政

治
の
表
舞
台
で
活
躍
し
ま
す
。

　
敬
福
の
人
柄
に
つ
い
て
記
録
に
は「
性
格
は
気
ま
ま
で
規

則
に
と
ら
わ
れ
ず
、大
変
酒
食
を
好
ん
だ
。役
人
や
人
民
が

や
っ
て
き
て
清
貧
の
こ
と
を
告
げ
る
と
、そ
の
度
、他
人
の

も
の
を
借
り
て
ま
で
望
外
の
も
の
を
与
え
た
。こ
の
た
め
、

し
ば
し
ば
地
方
官
に
任
じ
ら
れ
て
も
家
に
ゆ
と
り
が
な
く
、

財
産
が
な
か
っ
た
。し
か
し
、そ
の
性
分
は
物
分
り
が
よ
く
、

政
治
の
力
量
が
あ
っ
た
」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
政
変
・
反
乱
の
多
か
っ
た
激
動
の
時
代
、こ
れ
ら
に
加
担

す
る
こ
と
な
く
無
事
生
き
抜
い
た
敬
福
は
、天て

ん

平ぴ
ょ
う

神じ
ん

護ご

２
年

（
７
６
６
）、69
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

百く

だ

ら

済の

こ

王に

き

し 

敬き

ょ

う

福ふ

く
（
６
９
７
〜
７
６
６
）

人
物
伝
❷

万
葉
歌
碑
（
涌
谷
町
教
育
委
員
会
提
供
）

昭
和
29
年
、
黄
金
山
神
社
境
内
に
建
て
ら
れ
た
碑
で
、
万
葉
集
巻
18
に
収
め
ら
れ
た
「
陸
奥

国
よ
り
金
を
出
せ
る
詔
書
を
賀
く
歌
一
首
并
に
短
歌
」
の
う
ち
の
短
歌
一
首
「
す
め
ろ
き
の

…
」
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
百
済
王
敬
福
」
の
名
前
が
見
え
る
漆

う
る
し

紙が
み

文も
ん

書じ
ょ

多
賀
城
市
山さ

ん

王の
う

遺
跡
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
敬
福
が
陸
奥
介
在
任
中
の
天

平
12
年
（
７
４
０
）
頃
の
文
書
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

黄金山神社
黄
こ

金
がね

山
やま

神社は、日本で始めて金を産出した涌谷町
北部の狭い谷間にあり、小田郡の延

えん

喜
ぎ

式
しき

内
ない

社
しゃ

の一
つでした。この神社のある一帯が黄金山産金遺跡
で、奈良時代の瓦や礎石が発見され、産金を記念
した仏堂が建てられていたと推定されています。
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時
代
前
半
の
武
人

で
、多
賀
城
碑
に
も
そ
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
東
人
は
、
壬じ

ん

申し
ん

の
乱
で
活
躍
し
た
大お

お

野の
の

果は
た

安や
す

の
子
と
し

て
生
ま
れ
、武
人
で
あ
っ
た
果
安
の
子
ら
し
く
、和わ

銅ど
う

７
年

（
７
１
４
）、騎
兵
を
率
い
て
新し

羅ら
ぎ

の
外
交
使
節
を
出
迎
え
た

と
い
う
記
事
で
、初
め
て
記
録
に
登
場
し
ま
す
。

　
神じ

ん

亀き

元
年（
７
２
４
）、東
人
に
よ
り
多
賀
城
が
築
か
れ
ま

す
が
、こ
の
年
に
は
海か

い

道ど
う（

太
平
洋
沿
岸
）の
蝦え

み

夷し

が
反
乱
し
、

陸
奥
国
の
官
人
が
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
ま

す
。直
ち
に
藤ふ

じ

原わ
ら
の

宇う
ま

合か
い

を
大
将
軍
と
す
る
征
討
軍
が
派
遣
さ

れ
、反
乱
の
鎮
圧
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
が
、征
討
軍
の
中
に

東
人
の
名
は
見
え
ま
せ
ん
。し
か
し
、後
の
征
討
に
対
す
る

叙
勲
の
際
に
は
そ
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、征
討
軍
の
要

職
に
つ
い
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
天て

ん

平ぴ
ょ
う９
年（
７
３
７
）に
は
按あ

察ぜ

使ち

兼
鎮ち

ん

守じ
ゅ

府ふ

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

と
し

て
東
北
地
方
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
東
人

は
、
多
賀
城
を
拠
点
に
、
雄お

勝が
ち

村む
ら（

秋
田
県
）

を
攻
略
し
て
城

じ
ょ
う

郭か
く

を
築
き
多
賀
城
│
出
羽
柵

間
の
連
絡
路
を
開
こ
う
と
し
ま
す
。し
か
し
、

大
雪
が
降
る
な
ど
作
戦
は
順
調
に
進
ま
ず
、

「
城
を
守
る
の
は
人
間
で
あ
り
、人
を
活
か
す

に
は
食

し
ょ
く

糧り
ょ
うが
必
要
で
あ
る
。
耕
作
の
時
期
を

失
え
ば
、
何
を
兵
士
に
給
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。さ
ら
に
兵
と
い
う
も
の
は
、利
を
み

て
動
き
、利
益
が
な
け
れ
ば
行
動
し
な
い
。そ

れ
故
、軍
を
引
き
上
げ
て
一
旦
帰
り
、今
後
を

待
っ
て
始
め
て
城
郭
を
作
ろ
う
」と
、多
賀
城

へ
引
き
返
し
て
い
ま
す
。東
人
が
、勇
猛
な
ば

か
り
で
な
く
、状
況
を
的
確
に
判
断
で
き
る
人

物
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

　
そ
の
後
、都
に
戻
っ
た
東

人
は
参さ

ん

議ぎ

と
な
り
ま
す
が
、

天
平
12
年（
７
４
０
）に
九

州
で
藤ふ

じ

原わ
ら
の

広ひ
ろ

嗣つ
ぐ（
藤
原
宇
合

の
子
）の
乱
が
起
き
る
と
、

大
将
軍
と
し
て
１
万
７
千

の
兵
士
を
率
い
て
鎮
圧
に

向
か
い
ま
す
。こ
の
乱
の
影
響
は
大
き
く
、聖

し
ょ
う

武む

天
皇
は
東

人
に
気
を
遣
い
つ
つ
も
、乱
の
最
中
、伊
勢
方
面
へ
行
幸
し
、

平
定
後
も
平
城
京
へ
は
戻
ら
ず
、恭く

仁に

京き
ょ
う（

京
都
府
）に
遷
都

し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
翌
年
、東
人
は
平
城
京
の
留
守
官
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、

天
平
14
年（
７
４
２
）没
し
ま
し
た
。

　
東
人
は
、東
北
地
方
の
経
営
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、そ

の
礎
を
築
い
た
東
北
地
方
の
古
代
史
上
、最
重
要
人
物
の
一

人
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

大お

お

野の

の 

東あ

ず

ま

人ひ

と

（
？
〜
７
４
２
）

人
物
伝
❶

多
賀
城
碑
文

多
賀
城
碑
に
は
東
人
の
官
位
官
職
に
つ
い
て
「
按
察
使
兼
鎮
守
将
軍
従じ

ゅ

四し

位い
の

上じ
ょ
う

勲く
ん

四よ
ん

等と
う

」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

多賀城第Ⅰ期政庁（宮城県多賀城跡調査研究所提供）
大野東人によって創建された政

せい

庁
ちょう

です。建物や築
つい

地
じ

塀はすべて掘
ほっ

立
たて

式
で、主要な建物には瓦が葺かれていました。規模は東西約103ｍ、南北
約116ｍで、中央に正

せい

殿
でん

、東西に脇
わき

殿
でん

があり、南門とこれら建物に囲ま
れて広場があるという配置は、一貫して変わりませんでした。

正殿
西脇殿

東脇殿
広場

南門

前殿
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百

く
だ
ら

済の
こ
に

王き
し

敬き
ょ
う

福ふ
く

は
、か
つ
て
朝
鮮
半
島
に
あ
っ
た
百く

だ

済ら
の

国く
に

の

王
族
の
子
孫
に
あ
た
る
人
物
で
、文も

ん

武む

天て
ん

皇の
う

元
年（
６
９
７
）

百
済
国
最
後
の
王
の
ひ
孫
に
あ
た
る
百
済
王
郎ろ

う

虞ぐ

の
子
と
し

て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
敬
福
は
、天て

ん

平ぴ
ょ
う

10
年（
７
３
８
）陸む

つ

奥の

介す
け（

陸
奥
国
の
次
官
）

と
し
て
記
録
に
登
場
し
ま
す
。
こ
の
時
の
陸む

つ

奥の

守か
み（
長
官
）

は
、多
賀
城
を
創
建
し
、鎮ち

ん

守じ
ゅ

府ふ

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

の
職
も
兼
任
し
て
い

た
大お

お

野の
の

東あ
ず
ま

人ひ
と

で
し
た
。そ
の
後
、天
平
15
年（
７
４
３
）に
は

陸
奥
守
に
な
り
ま
す
。

　
天
平
21
年（
７
４
９
）陸
奥
国
小お

田だ

郡（
宮
城
県
涌わ

く

谷や

町
）

で
黄
金
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
知
ら
せ
が
都
に
届
き
ま
す
。

当
時
、仏
教
の
力
で
国
を
治
め
よ
う
と
し
て
い
た

聖し
ょ
う

武む

天
皇
は
、東
大
寺
の
大
仏
建
立
を
進
め
て
い

ま
し
た
が
、完
成
を
目
前
に
し
て
大
仏
に
塗
る
黄

金
が
不
足
し
て
し
ま
い
、中
国
か
ら
の
輸
入
ま
で

考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、９
０
０
両

の
黄
金
が
献
上
さ
れ
た
時
の
天
皇
の
喜
び
は
大
き

く
、年
号
を
天
平
か
ら
天て

ん

平ぴ
ょ
う

感か
ん

宝ぽ
う

に
改
め
た
ほ
ど

で
す
。こ
れ
に
よ
り
陸
奥
守
で
あ
っ
た
敬
福
は
、位

が
７
階
級
特
進
す
る
異
例
の
出
世
を
遂
げ
ま
し
た
。

　
当
時
、越え

っ

中ち
ゅ
う

国（
富
山
県
）に
赴
任
し
て
い
た
万
葉
歌
人
と

し
て
有
名
な
大お

お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

は

　
す
め
ろ
き
の
　
御み

世よ

栄
え
む
と
東

あ
ず
ま

な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸み

ち

奥の
く

山や
ま

に
　
金

く
が
ね

花
咲
く

　
と
黄
金
発
見
を
祝
し
た
歌
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
敬
福
は
、橘

た
ち
ば
な

奈の
な

良ら

麻ま

呂ろ

の
乱
で
は
反
乱
者
を
勾
留

し
、恵え

美み
の

押お
し

勝か
つ（
藤ふ

じ

原わ
ら
の

仲な
か

麻ま

呂ろ

）の
乱
で
は
、仲
麻
呂
に
よ
っ

て
た
て
ら
れ
た
淳

じ
ゅ
ん

仁に
ん

天
皇
を
幽ゆ

う

閉へ
い

す
る
任
に
あ
た
る
な
ど
政

治
の
表
舞
台
で
活
躍
し
ま
す
。

　
敬
福
の
人
柄
に
つ
い
て
記
録
に
は「
性
格
は
気
ま
ま
で
規

則
に
と
ら
わ
れ
ず
、大
変
酒
食
を
好
ん
だ
。役
人
や
人
民
が

や
っ
て
き
て
清
貧
の
こ
と
を
告
げ
る
と
、そ
の
度
、他
人
の

も
の
を
借
り
て
ま
で
望
外
の
も
の
を
与
え
た
。こ
の
た
め
、

し
ば
し
ば
地
方
官
に
任
じ
ら
れ
て
も
家
に
ゆ
と
り
が
な
く
、

財
産
が
な
か
っ
た
。し
か
し
、そ
の
性
分
は
物
分
り
が
よ
く
、

政
治
の
力
量
が
あ
っ
た
」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
政
変
・
反
乱
の
多
か
っ
た
激
動
の
時
代
、こ
れ
ら
に
加
担

す
る
こ
と
な
く
無
事
生
き
抜
い
た
敬
福
は
、天て

ん

平ぴ
ょ
う

神じ
ん

護ご

２
年

（
７
６
６
）、69
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

百く

だ

ら

済の

こ

王に

き

し 

敬き

ょ

う

福ふ

く
（
６
９
７
〜
７
６
６
）

人
物
伝
❷

万
葉
歌
碑
（
涌
谷
町
教
育
委
員
会
提
供
）

昭
和
29
年
、
黄
金
山
神
社
境
内
に
建
て
ら
れ
た
碑
で
、
万
葉
集
巻
18
に
収
め
ら
れ
た
「
陸
奥

国
よ
り
金
を
出
せ
る
詔
書
を
賀
く
歌
一
首
并
に
短
歌
」
の
う
ち
の
短
歌
一
首
「
す
め
ろ
き
の

…
」
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
百
済
王
敬
福
」
の
名
前
が
見
え
る
漆

う
る
し

紙が
み

文も
ん

書じ
ょ

多
賀
城
市
山さ

ん

王の
う

遺
跡
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
敬
福
が
陸
奥
介
在
任
中
の
天

平
12
年
（
７
４
０
）
頃
の
文
書
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

黄金山神社
黄
こ

金
がね

山
やま

神社は、日本で始めて金を産出した涌谷町
北部の狭い谷間にあり、小田郡の延

えん

喜
ぎ

式
しき

内
ない

社
しゃ

の一
つでした。この神社のある一帯が黄金山産金遺跡
で、奈良時代の瓦や礎石が発見され、産金を記念
した仏堂が建てられていたと推定されています。
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藤ふ

じ

原わ

ら

の 

朝あ

さ

か

り

（
？
〜
７
６
４
）

人
物
伝
❸

　
多
賀
城
を
修
造
し
、多
賀
城
碑
に
名
を
留
め
て
い
る
藤ふ

じ

原わ
ら
の

朝あ
さ

獦か
り

は
、奈
良
時
代
の
半
ば
、国
の
政
治
の
実
権
を
握
っ
て
い

た
藤ふ

じ

原わ
ら
の

仲な
か

麻ま

呂ろ

（
恵え

美み
の

押お
し

勝か
つ

）の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
朝
獦
は
、
橘

た
ち
ば
な

奈の
な

良ら

麻ま

呂ろ

の
乱
後
の
天て

ん

平ぴ
ょ
う

勝し
ょ
う

宝ほ
う

９
歳

（
７
５
７
）、陸む

奥つ
の

守か
み

と
し
て
初
め
て
記
録
に
登
場
し
ま
す
。

そ
の
後
、按あ

察ぜ

使ち

兼
鎮ち

ん

守じ
ゅ

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

と
し
て
、東
北
地
方
の
全
権

を
任
さ
れ
た
朝
獦
は
、対
蝦え

み

夷し

政
策
を
積
極
的
に
進
め
ま
す
。

か
つ
て
大お

お

野の
の

東あ
ず
ま

人ひ
と

が
意
図
し
な
が
ら
果
た
す
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
雄お

勝が
ち

城じ
ょ
う（
秋
田
県
）造
営
を
戦
わ
ず
し
て
成
し
遂
げ
、

さ
ら
に
太
平
洋
側
に
お
い
て
は
、桃も

の

生う

城じ
ょ
う（
宮
城
県
石
巻
市
）

を
つ
く
り
、蝦
夷
に
と
っ
て
重
要
な
地
点
を
奪
う
こ
と
に
成

功
し
ま
す
。ま
た
、多
賀
城
、秋
田
城
を
改
修
し
、太
平
洋
側・

日
本
海
側
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
点
の
強
化
を
図
り
ま
し
た
。

　
天て

ん

平ぴ
ょ
う

宝ほ
う

字じ

４
年（
７
６
０
）正
月
、こ
れ
ら
の
功
績
が
認
め

ら
れ
、２
階
級
特
進
し
た
朝
獦
は
、同
年
９
月
、新し

ら

羅ぎ
の

国く
に

の

使
者
が
大だ

宰ざ
い

府ふ

に
や
っ
て
く
る
と
、対
蝦
夷
政
策
の
手
腕
を

評
価
さ
れ
、使
者
と
接
見
す
る
外
交
官
に
抜
擢
さ
れ
ま
し
た
。

朝
廷
で
は
当
時
、新
羅
征
討
の
準
備
を
進
め
て
お
り
、ま
た
、

派
遣
さ
れ
て
き
た
使
者
が
下
級
役
人
で
あ
っ
た
こ
と
、さ
ら

に
、し
ば
ら
く
連
絡
が
な
く
、礼
儀
を
欠
い
て
い
た
こ
と
な

ど
か
ら
、朝
獦
は
強
硬
な
態
度
を
と
り
、使
者
を
追
い
返
し

て
し
ま
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、東
海
道
節せ

つ

度ど

使し

、仁じ
ん

部ぶ

卿き
ょ
うな
ど
の
重
要
ポ
ス
ト

を
歴
任
し
、天
平
宝
字
６
年（
７
６
２
）12
月
１
日
、兄
の
真ま

先さ
き

、久く

須す

麻ま

呂ろ

ら
と
と
も
に
参さ

ん

議ぎ

と
な
り
、親
子
４
人
が
国
政

を
動
か
す
地
位
に
つ
く
と
い
う
異
常
な
事
態
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、淳

じ
ゅ
ん

仁に
ん

天
皇
を
擁
す
る
仲
麻
呂
、朝
獦
親

子
ら
に
対
抗
す
る
よ
う
に
、孝こ

う

謙け
ん

上
皇
は
僧
の
道ど

う

鏡き
ょ
うを
重
ん

じ
始
め
、主
導
権
を
め
ぐ
る
対
立
が
表
面
化
し
ま
す
。

　
天
平
宝
字
８
年（
７
６
４
）９
月
、仲
麻
呂
が
反
乱
を
企
て

て
い
る
こ
と
が
発
覚
、朝
獦
の
兄
、久
須
麻
呂
が
陸
奥
国
牡お

鹿し
か

郡ぐ
ん

出
身
の
牡お

鹿し
か
の

嶋し
ま

足た
り

に
討
た
れ
ま
す
。朝
獦
は
父
仲
麻
呂
ら

と
と
も
に
平
城
京
を
脱
出
し
、近お

う

江み

国こ
く

府ふ

（
滋
賀
県
）で
再
起

を
図
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、国
府
手
前
の
勢せ

田た

橋
を
壊
さ
れ
、

進
路
を
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、弟
・
辛か

ら

加か

知ち

が
国
司
を

務
め
る
越え

ち

前ぜ
ん

国の
く
に（
福
井
県
）を
目
指
そ
う
と
し
ま
す
。し
か
し
、

こ
こ
で
も
先
手
を
打
た
れ
、行
く
手
を
阻は

ば

ま
れ
た
朝
獦
ら
は
、

近
江
国
高た

か

島し
ま

郡（
滋
賀
県
高
島
市
）に
退
き
抵
抗
を
試
み
ま
す

が
敗
れ
、父
仲
麻
呂
と
と
も
に
命
を
絶
た
れ
ま
し
た
。仲
麻
呂

の
反
乱
発
覚
か
ら
わ
ず
か
一
週
間
足
ら
ず
の
こ
と
で
し
た
。

多
賀
城
碑
文

多
賀
城
碑
に
見
え
る
朝
獦
の
官
位
官
職
は
「
参
議
東
海
東
山
節
度
使
従
四
位

上
仁
部
省
卿
兼
按
察
使
鎮
守
将
軍
」
と
な
っ
て
お
り
、朝
獦
の
参
議
就
任
の
日

が
、碑
の
建
立
年
月
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

多賀城第Ⅱ期政庁（宮城県多賀城跡調査研究所提供）
藤原朝獦によって大々的に改修された政庁です。建物や築地
塀は礎

そ

石
せき

式となり、築地塀にも瓦が葺かれました。新たに東
西の楼

ろう

、後
こう

殿
でん

などが加わり、南門の左右には翼
よく

廊
ろう

が付きます。
４時期の政庁の変遷のうち、最も豪華な造りでした。

桃生城跡
石巻市河北町飯野の、標高80ｍの丘陵上にあります。発掘調
査の結果、東西800ｍ、南北650ｍを土塁で囲み、東よりに
政庁跡が確認されています。 後殿 北殿西殿 西楼

東楼

東殿

石敷広場

翼廊
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平
城
宮
の
東
、佐さ

保ほ

と
呼
ば
れ
る
地
で
大お

お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

は
生
ま

れ
ま
し
た
。祖
父
の
安や

す

麻ま

呂ろ

、父
の
旅た

び

人と

い
ず
れ
も
大だ

い

納な

言ご
ん

と
い
う
、名
門
の
家
柄
で
す
。

　
天て

ん

平ぴ
ょ
う

17
年（
７
４
５
）、従じ

ゅ

五ご

位い
の

下げ

の
位
を
与
え
ら
れ
た
記

事
に
よ
っ
て
、初
め
て
記
録
に
登
場
、そ
の
後
越え

っ

中ち
ゅ
う

国の
く
に（
富
山

県
）の
長
官
や
兵

ひ
ょ
う

部ぶ

省し
ょ
うの

次
官
な
ど
を
歴
任
し
ま
す
。こ
の

頃
中
央
で
は
藤ふ

じ

原わ
ら
の

仲な
か

麻ま

呂ろ

が
絶
大
な
権
力
を
握
り
、古
来
よ

り
の
氏
族
は
力
を
失
い
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。大
伴
氏
も
例
外

で
は
な
く
、家
持
に
と
っ
て
も
不
遇
な
時
代
が
続
き
ま
す
が
、

宝ほ
う

亀き

元
年（
７
７
０
）、光こ

う

仁に
ん

天
皇
の
時
代
に
な
り
、中
央
政

界
に
復
帰
し
ま
す
。

　
宝
亀
11
年（
７
８
０
）、陸
奥
国
上
治
郡（
宮
城
県
栗
原
市
）

の
長
官
で
あ
っ
た
伊こ

れ

治は
り
の

公き
み

呰あ
ざ

麻ま

呂ろ

が
、伊こ

れ

治は
り

城じ
ょ
うで
按あ

察ぜ

使ち

紀き
の

広ひ
ろ

純ず
み

を
殺
害
し
、次
い
で
多
賀
城
を
襲
撃
・
放
火
す
る
と
い

う
大
事
件
が
起
こ
り
、陸
奥
国
は
混
乱
状
態
に
陥
り

ま
す
。こ
の
時
、事
態
の
収
拾
を
任
さ
れ
た
の
が
家

持
で
し
た
。延え

ん

暦り
ゃ
く

元
年（
７
８
２
）に
按あ

察ぜ

使ち

兼
鎮ち

ん

守じ
ゅ

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

、
同
３
年
に
は
持じ

節せ
つ

征せ
い

東と
う

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

に
任
命
さ
れ
、

蝦え
み

夷し

政
策
の
全
権
を
担
っ
て
多
賀
城
に
赴
任
し
ま

す
。翌
延
暦
４
年
４
月
に
は
、緊
急
事
態
に
備
え
、多

賀
・
階し

な

上か
み

二
郡
を
仮
の
郡
か
ら
真し

ん

郡ぐ
ん

に
す
る
よ
う
政
府
に
要

請
す
る
な
ど
、依
然
不
安
定
な
多
賀
城
近
辺
の
復
興
と
整
備

に
力
を
注
ぎ
ま
す
。し
か
し
、蝦
夷
に
対
し
て
は
積
極
的
な

制
圧
を
行
え
な
い
ま
ま
、同
年
８
月
28
日
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
死
後
20
日
あ
ま
り
の
後
、長な

が

岡お
か

京き
ょ
う

造
営
の
責
任

者
で
あ
っ
た
藤ふ

じ

原わ
ら
の

種た
ね

継つ
ぐ

の
暗
殺
事
件
が
起
こ
り
、家
持
も
関

与
し
た
と
い
う
こ
と
で
、官
位
を
奪
わ
れ
、私
財
も
没
収
さ

れ
る
な
ど
の
厳
し
い
処
分
が
下
さ
れ
ま
す
。名
誉
が
回
復
さ

れ
、位
が
元
に
戻
る
の
は
、桓か

ん

武む

天
皇
の
死
の
直
前
、大だ

い

同ど
う

元
年（
８
０
６
）３
月
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。

　
家
持
は
官
人
で
あ
る
一
方
、万
葉
集
に
最
も
多
く
の
歌
を
残

し
た
歌
人
で
あ
り
、そ
の
編
者
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
新

あ
ら
た

し
き
　
年
の
始
め
の
　
初は

つ

春は
る

の

　
　
　
　
　
今
日
降
る
雪
の
　
い
や
重し

け
吉よ

事ご
と

　
め
で
た
さ
の
象
徴
で
あ
る
雪
が
降
り
し
き
る
よ
う
に
、良

い
事
が
重
な
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
た
こ
の
歌

は
、天て

ん

平ぴ
ょ
う

宝ほ
う

字じ

３
年（
７
５
９
）元
日
に
因い

な

幡ば

国
府（
鳥
取
市
）

で
家
持
が
詠
ん
だ
も
の
で
す
。こ
の
一
首
を
も
っ
て
万
葉
集

は
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
後
、家
持
の
歌
は
残
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

　
名
門
大
伴
氏
の
長
と
し
て
軍
事
的
・
政
治
的
に
大
き
な
功

績
を
残
せ
ず
、官
位
に
お
い
て
も
祖
父
や
父
に
及
ば
な
か
っ

た
家
持
で
す
が
、万
葉
集
の
成
立
に
果
た
し
た
役
割
は
計
り

知
れ
ず
、そ
の
名
を
不
朽
の
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

大
伴
家
持
像
（
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
提
供
）

高
岡
市
二
上
山
頂
に
あ
る
ブ
ロ
ン
ズ
像
で
す
。
家
持
は
天
平
18
年
（
７
４
６
）、

越
中
国
（
富
山
県
）
の
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
赴
任
し
ま
し
た
。

大伴家持歌碑
万葉集巻18に収められた「陸奥国より金を出せる詔
書を賀く歌一首并に短歌」のうちの短歌「大伴の　遠
つ神祖の　奥つ城は　著く標立て　人の知るべく」と
刻まれています（多賀城市文化センター内）。

佐保路
東大寺転

て

害
がい

門
もん

から大伴氏の邸宅があった佐保路を望
んでいます。
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多
賀
城
を
修
造
し
、多
賀
城
碑
に
名
を
留
め
て
い
る
藤ふ

じ

原わ
ら
の

朝あ
さ

獦か
り

は
、奈
良
時
代
の
半
ば
、国
の
政
治
の
実
権
を
握
っ
て
い

た
藤ふ

じ

原わ
ら
の

仲な
か

麻ま

呂ろ

（
恵え

美み
の

押お
し

勝か
つ

）の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
朝
獦
は
、
橘

た
ち
ば
な

奈の
な

良ら

麻ま

呂ろ

の
乱
後
の
天て

ん

平ぴ
ょ
う

勝し
ょ
う

宝ほ
う

９
歳

（
７
５
７
）、陸む

奥つ
の

守か
み

と
し
て
初
め
て
記
録
に
登
場
し
ま
す
。

そ
の
後
、按あ

察ぜ

使ち

兼
鎮ち

ん

守じ
ゅ

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

と
し
て
、東
北
地
方
の
全
権

を
任
さ
れ
た
朝
獦
は
、対
蝦え

み

夷し

政
策
を
積
極
的
に
進
め
ま
す
。

か
つ
て
大お

お

野の
の

東あ
ず
ま

人ひ
と

が
意
図
し
な
が
ら
果
た
す
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
雄お

勝が
ち

城じ
ょ
う（

秋
田
県
）造
営
を
戦
わ
ず
し
て
成
し
遂
げ
、

さ
ら
に
太
平
洋
側
に
お
い
て
は
、桃も

の

生う

城じ
ょ
う（

宮
城
県
石
巻
市
）

を
つ
く
り
、蝦
夷
に
と
っ
て
重
要
な
地
点
を
奪
う
こ
と
に
成

功
し
ま
す
。ま
た
、多
賀
城
、秋
田
城
を
改
修
し
、太
平
洋
側・

日
本
海
側
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
点
の
強
化
を
図
り
ま
し
た
。

　
天て

ん

平ぴ
ょ
う

宝ほ
う

字じ

４
年（
７
６
０
）正
月
、こ
れ
ら
の
功
績
が
認
め

ら
れ
、２
階
級
特
進
し
た
朝
獦
は
、同
年
９
月
、新し

ら

羅ぎ
の

国く
に

の

使
者
が
大だ

宰ざ
い

府ふ

に
や
っ
て
く
る
と
、対
蝦
夷
政
策
の
手
腕
を

評
価
さ
れ
、使
者
と
接
見
す
る
外
交
官
に
抜
擢
さ
れ
ま
し
た
。

朝
廷
で
は
当
時
、新
羅
征
討
の
準
備
を
進
め
て
お
り
、ま
た
、

派
遣
さ
れ
て
き
た
使
者
が
下
級
役
人
で
あ
っ
た
こ
と
、さ
ら

に
、し
ば
ら
く
連
絡
が
な
く
、礼
儀
を
欠
い
て
い
た
こ
と
な

ど
か
ら
、朝
獦
は
強
硬
な
態
度
を
と
り
、使
者
を
追
い
返
し

て
し
ま
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、東
海
道
節せ

つ

度ど

使し

、仁じ
ん

部ぶ

卿き
ょ
うな

ど
の
重
要
ポ
ス
ト

を
歴
任
し
、天
平
宝
字
６
年（
７
６
２
）12
月
１
日
、兄
の
真ま

先さ
き

、久く

須す

麻ま

呂ろ

ら
と
と
も
に
参さ

ん

議ぎ

と
な
り
、親
子
４
人
が
国
政

を
動
か
す
地
位
に
つ
く
と
い
う
異
常
な
事
態
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、淳

じ
ゅ
ん

仁に
ん

天
皇
を
擁
す
る
仲
麻
呂
、朝
獦
親

子
ら
に
対
抗
す
る
よ
う
に
、孝こ

う

謙け
ん

上
皇
は
僧
の
道ど

う

鏡き
ょ
うを

重
ん

じ
始
め
、主
導
権
を
め
ぐ
る
対
立
が
表
面
化
し
ま
す
。

　
天
平
宝
字
８
年（
７
６
４
）９
月
、仲
麻
呂
が
反
乱
を
企
て

て
い
る
こ
と
が
発
覚
、朝
獦
の
兄
、久
須
麻
呂
が
陸
奥
国
牡お

鹿し
か

郡ぐ
ん

出
身
の
牡お

鹿し
か
の

嶋し
ま

足た
り

に
討
た
れ
ま
す
。朝
獦
は
父
仲
麻
呂
ら

と
と
も
に
平
城
京
を
脱
出
し
、近お

う

江み

国こ
く

府ふ

（
滋
賀
県
）で
再
起

を
図
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、国
府
手
前
の
勢せ

田た

橋
を
壊
さ
れ
、

進
路
を
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、弟
・
辛か

ら

加か

知ち

が
国
司
を

務
め
る
越え

ち

前ぜ
ん

国の
く
に（
福
井
県
）を
目
指
そ
う
と
し
ま
す
。し
か
し
、

こ
こ
で
も
先
手
を
打
た
れ
、行
く
手
を
阻は

ば

ま
れ
た
朝
獦
ら
は
、

近
江
国
高た

か

島し
ま

郡（
滋
賀
県
高
島
市
）に
退
き
抵
抗
を
試
み
ま
す

が
敗
れ
、父
仲
麻
呂
と
と
も
に
命
を
絶
た
れ
ま
し
た
。仲
麻
呂

の
反
乱
発
覚
か
ら
わ
ず
か
一
週
間
足
ら
ず
の
こ
と
で
し
た
。

多
賀
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文

多
賀
城
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に
見
え
る
朝
獦
の
官
位
官
職
は
「
参
議
東
海
東
山
節
度
使
従
四
位

上
仁
部
省
卿
兼
按
察
使
鎮
守
将
軍
」
と
な
っ
て
お
り
、朝
獦
の
参
議
就
任
の
日

が
、碑
の
建
立
年
月
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

多賀城第Ⅱ期政庁（宮城県多賀城跡調査研究所提供）
藤原朝獦によって大々的に改修された政庁です。建物や築地
塀は礎

そ

石
せき

式となり、築地塀にも瓦が葺かれました。新たに東
西の楼

ろう

、後
こう

殿
でん

などが加わり、南門の左右には翼
よく

廊
ろう

が付きます。
４時期の政庁の変遷のうち、最も豪華な造りでした。

桃生城跡
石巻市河北町飯野の、標高80ｍの丘陵上にあります。発掘調
査の結果、東西800ｍ、南北650ｍを土塁で囲み、東よりに
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東楼

東殿

石敷広場

翼廊

古今往来パンフ-四[01-16].indd   4 14/03/28   16:35

大お

お

伴と

も

の 

家や

か

持も

ち

（
７
１
８
？
〜
７
８
５
）

人
物
伝
❹

　
平
城
宮
の
東
、佐さ

保ほ

と
呼
ば
れ
る
地
で
大お

お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

は
生
ま

れ
ま
し
た
。祖
父
の
安や

す

麻ま

呂ろ

、父
の
旅た

び

人と

い
ず
れ
も
大だ

い

納な

言ご
ん

と
い
う
、名
門
の
家
柄
で
す
。

　
天て

ん

平ぴ
ょ
う

17
年（
７
４
５
）、従じ

ゅ

五ご

位い
の

下げ

の
位
を
与
え
ら
れ
た
記

事
に
よ
っ
て
、初
め
て
記
録
に
登
場
、そ
の
後
越え

っ

中ち
ゅ
う

国の
く
に（
富
山

県
）の
長
官
や
兵

ひ
ょ
う

部ぶ

省し
ょ
うの
次
官
な
ど
を
歴
任
し
ま
す
。こ
の

頃
中
央
で
は
藤ふ

じ

原わ
ら
の

仲な
か

麻ま

呂ろ

が
絶
大
な
権
力
を
握
り
、古
来
よ

り
の
氏
族
は
力
を
失
い
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。大
伴
氏
も
例
外

で
は
な
く
、家
持
に
と
っ
て
も
不
遇
な
時
代
が
続
き
ま
す
が
、

宝ほ
う

亀き

元
年（
７
７
０
）、光こ

う

仁に
ん

天
皇
の
時
代
に
な
り
、中
央
政

界
に
復
帰
し
ま
す
。

　
宝
亀
11
年（
７
８
０
）、陸
奥
国
上
治
郡（
宮
城
県
栗
原
市
）

の
長
官
で
あ
っ
た
伊こ

れ

治は
り
の

公き
み

呰あ
ざ

麻ま

呂ろ

が
、伊こ

れ

治は
り

城じ
ょ
うで
按あ

察ぜ

使ち

紀き
の

広ひ
ろ

純ず
み

を
殺
害
し
、次
い
で
多
賀
城
を
襲
撃
・
放
火
す
る
と
い

う
大
事
件
が
起
こ
り
、陸
奥
国
は
混
乱
状
態
に
陥
り

ま
す
。こ
の
時
、事
態
の
収
拾
を
任
さ
れ
た
の
が
家

持
で
し
た
。延え

ん

暦り
ゃ
く

元
年（
７
８
２
）に
按あ

察ぜ

使ち

兼
鎮ち

ん

守じ
ゅ

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

、
同
３
年
に
は
持じ

節せ
つ

征せ
い

東と
う

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

に
任
命
さ
れ
、

蝦え
み

夷し

政
策
の
全
権
を
担
っ
て
多
賀
城
に
赴
任
し
ま

す
。翌
延
暦
４
年
４
月
に
は
、緊
急
事
態
に
備
え
、多

賀
・
階し

な

上か
み

二
郡
を
仮
の
郡
か
ら
真し

ん

郡ぐ
ん

に
す
る
よ
う
政
府
に
要

請
す
る
な
ど
、依
然
不
安
定
な
多
賀
城
近
辺
の
復
興
と
整
備

に
力
を
注
ぎ
ま
す
。し
か
し
、蝦
夷
に
対
し
て
は
積
極
的
な

制
圧
を
行
え
な
い
ま
ま
、同
年
８
月
28
日
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
死
後
20
日
あ
ま
り
の
後
、長な

が

岡お
か

京き
ょ
う

造
営
の
責
任

者
で
あ
っ
た
藤ふ

じ

原わ
ら
の

種た
ね

継つ
ぐ

の
暗
殺
事
件
が
起
こ
り
、家
持
も
関

与
し
た
と
い
う
こ
と
で
、官
位
を
奪
わ
れ
、私
財
も
没
収
さ

れ
る
な
ど
の
厳
し
い
処
分
が
下
さ
れ
ま
す
。名
誉
が
回
復
さ

れ
、位
が
元
に
戻
る
の
は
、桓か

ん

武む

天
皇
の
死
の
直
前
、大だ

い

同ど
う

元
年（
８
０
６
）３
月
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。

　
家
持
は
官
人
で
あ
る
一
方
、万
葉
集
に
最
も
多
く
の
歌
を
残

し
た
歌
人
で
あ
り
、そ
の
編
者
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
新

あ
ら
た

し
き
　
年
の
始
め
の
　
初は

つ

春は
る

の

　
　
　
　
　
今
日
降
る
雪
の
　
い
や
重し

け
吉よ

事ご
と

　
め
で
た
さ
の
象
徴
で
あ
る
雪
が
降
り
し
き
る
よ
う
に
、良

い
事
が
重
な
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
た
こ
の
歌

は
、天て

ん

平ぴ
ょ
う

宝ほ
う

字じ

３
年（
７
５
９
）元
日
に
因い

な

幡ば

国
府（
鳥
取
市
）

で
家
持
が
詠
ん
だ
も
の
で
す
。こ
の
一
首
を
も
っ
て
万
葉
集

は
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
後
、家
持
の
歌
は
残
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

　
名
門
大
伴
氏
の
長
と
し
て
軍
事
的
・
政
治
的
に
大
き
な
功

績
を
残
せ
ず
、官
位
に
お
い
て
も
祖
父
や
父
に
及
ば
な
か
っ

た
家
持
で
す
が
、万
葉
集
の
成
立
に
果
た
し
た
役
割
は
計
り

知
れ
ず
、そ
の
名
を
不
朽
の
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

大
伴
家
持
像
（
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
提
供
）

高
岡
市
二
上
山
頂
に
あ
る
ブ
ロ
ン
ズ
像
で
す
。
家
持
は
天
平
18
年
（
７
４
６
）、

越
中
国
（
富
山
県
）
の
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
赴
任
し
ま
し
た
。

大伴家持歌碑
万葉集巻18に収められた「陸奥国より金を出せる詔
書を賀く歌一首并に短歌」のうちの短歌「大伴の　遠
つ神祖の　奥つ城は　著く標立て　人の知るべく」と
刻まれています（多賀城市文化センター内）。

佐保路
東大寺転

て

害
がい

門
もん

から大伴氏の邸宅があった佐保路を望
んでいます。
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征せ

い

夷い

大た
い

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

坂さ
か
の

上う
え
の

田た

村む
ら

麻ま

呂ろ

が
活
躍
し
た
の
は
平
安
時
代

の
初
め
で
、そ
の
主
な
舞
台
は
現
在
の
宮
城
県
北
か
ら
岩
手

県
南
に
か
け
て
で
し
た
。当
時
、多
賀
城
が
治
め
る
陸
奥
国

の
北
に
は
、中
央
政
府
の
支
配
に
入
ら
な
い
蝦え

み

夷し

の
住
む
広

大
な
地
が
広
が
り
、そ
の
地
を
支
配
す
る
こ
と
は
、政
府
の

最
大
の
目
標
で
し
た
。多
賀
城
は
そ
の
役
割
を
担
う
機
関
で

も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
支
配
を
強
化
し
て
き
た
政
府
に
反
発
し
、
宝ほ

う

亀き

５
年

（
７
７
４
）、蝦
夷
が
桃も

の

生う

城じ
ょ
う（
宮
城

県
石
巻
市
）を
襲
っ
た
の
を
き
っ
か

け
に
、約
40
年
に
わ
た
る
戦
乱
の
時

代
が
続
き
ま
す
。そ
の
中
で
、延え

ん

暦り
ゃ
く

10
年（
７
９
１
）、
田
村
麻
呂
は
征

夷
副
将
軍
に
任
命
さ
れ
、初
め
て
陸

奥
国
と
の
関
わ
り
を
も
ち
ま
す
。　

　
そ
の
後
、
延
暦
15
年
に
は
按あ

察ぜ

使ち

・
陸む

奥つ
の

守か
み

・
鎮ち

ん

守じ
ゅ

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

の
三
官

を
兼
任
、さ
ら
に
翌
16
年
に
は
征
夷

大
将
軍
に
任
命
さ
れ
、対
蝦
夷
戦
争

に
お
け
る
最
高
責
任
者
と
な
り
ま

す
。そ
し
て
延
暦
20
年（
８
０
１
）、

胆い

沢さ
わ（
岩
手
県
奥
州
市
）の
首
長
阿あ

弖て

流る

為い

・
母も

礼れ

を
降
伏
さ
せ
、長
期

に
わ
た
っ
た
戦
争
を
終
結
に
導
き
ま
し
た
。

　
数
々
の
功
績
を
挙
げ
、大だ

い

納な

言ご
ん

に
ま
で
昇
進
し
た
田
村
麻

呂
は
、弘こ

う

仁に
ん

２
年（
８
１
１
）、平
安
京
に
お
い
て
54
歳
の
生

涯
を
閉
じ
ま
し
た
。立
ち
な
が
ら
甲か

っ

冑ち
ゅ
うを

身
に
つ
け
、武
器

を
携
え
、東
、す
な
わ
ち
陸
奥
へ
向
か
っ
て
葬
ら
れ
た
と
い

い
ま
す
。ま
た
、そ
の
墓
は
、国
家
の
非
常
時
に
は
ま
る
で

鼓つ
づ
みを

打
つ
よ
う
な
、あ
る
い
は
雷
鳴
の
よ
う
な
音
で
警
告
を

発
し
た
と
い
い
ま
す
。

　
死
後
も
都
と
天
皇
を
守
る
べ
く
、厚
い
信
頼
を
寄
せ
ら
れ

た
田
村
麻
呂
と
は
、ど
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

記
録
に
は
怒
れ
ば
猛も

う

獣じ
ゅ
うも
た
お
れ
、笑
え
ば
幼お

さ

子な
ご

も
な
つ
く

と
記
さ
れ
、１
８
０
㎝
の
長
身
で
赤
ら
顔
、目
は
澄
ん
で
鋭

く
、黄
金
色
の
あ
ご
髭ひ

げ

が
豊
か
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
蝦
夷
と
の
戦
い
を
収
束
さ
せ
た「
英
雄
」田
村
麻
呂
の
イ

メ
ー
ジ
は
、後
世
生
み
出
さ
れ
た
多
く
の
伝
説
に
よ
っ
て
、

広
く
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。ま
た
、京
都
の
清き

よ

水み
ず

寺で
ら

を
は

じ
め
、田
村
麻
呂
創
建
と
伝
え
る
寺
社
が
全
国
に
存
在
し
、

そ
の
武
勇
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
受
け
継
が
れ
、今
に
至
っ
て

い
ま
す
。

坂上田村麻呂像（石巻市零羊崎神社蔵）
中世の作と伝えられている木像です。この像が安置されている零

ひ

羊
つじ

崎
ざき

神社は、
陸奥国牡鹿郡の延

えん

喜
ぎ

式
しき

内
ない

社
しゃ

で、北上川河口に近い、石巻市牧山山頂に鎮座して
います。

八幡神社
田村麻呂創建と伝わるこの神社には、次のような伝説があります。都からさらわれてき
た貴人の娘、悪

あく

玉
だま

御
ご

前
ぜん

の子供千
せん

熊
くま

丸
まる

が、八幡神社の流
や

鏑
ぶさ

馬
め

に出ることを拒まれます。
その後坂上田村麻呂の子であることを知った千熊丸が、形見の鏑

かぶら

矢
や

を携えて都に上り、
父と対面したということです。
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源み

な
も
と
の

   

融と
お
るは
、
源
氏
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
光

ひ
か
る

源げ
ん

氏じ

の
モ

デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
人
物
の
一
人
で
す
。融
は
、弘こ

う

仁に
ん

13
年

（
８
２
２
）、嵯さ

峨が

天
皇
の
第
八
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
、承

じ
ょ
う

和わ

５
年（
８
３
８
）、源
の
姓
を
与
え
ら
れ
、同
時
に
当
時
の
天

皇
で
あ
っ
た
仁に

ん

明み
ょ
う

天
皇
の
養
子
に
な
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な

経
歴
か
ら
、光
源
氏
の
モ
デ
ル
と
み
な
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
貞

じ
ょ
う

観が
ん

６
年（
８
６
４
）３
月
、中

ち
ゅ
う

納な

言ご
ん

の
ま
ま
、陸む

奥つ

出で

羽わ

按あ

察ぜ

使ち

に
任
命
さ
れ
、こ
の
時
始
め
て
陸
奥
国
と
関
わ
り
を

も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
の
後
大
納
言
か
ら
左さ

大だ
い

臣じ
ん

へ
と

昇
進
し
、元が

ん

慶ぎ
ょ
う８

年（
８
８
４
）、陽よ

う

成ぜ
い

天
皇
が
廃
位
し
た
時

に
皇
位
継
承
を
望
ん
だ
も
の
の
、融
を
超
え
て
太だ

政じ
ょ
う

大だ
い

臣じ
ん

に

就
任
し
た
藤ふ

じ

原わ
ら
の

基も
と

経つ
ね

に
退
け
ら
れ
る
な
ど
、政
治
的
に
は
ま

ま
な
ら
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
一
方
、
文
化
人
と

し
て
の
名
声
は
高

く
、
鴨か

も

川が
わ

の
ほ
と
り

に「
河か

原わ
ら

院い
ん

」
と
呼

ば
れ
た
広
大
な
邸
宅

を
構
え
、
陸
奥
国
塩し

お

竈が
ま

の
風
景
を
模
し
た

庭
を
造
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
み
ち
の
く

の
歌
枕
の
ひ
と
つ
、

「
籬

ま
が
き

ノの

島し
ま

」も
あ
り
、さ
ら
に
は
難な

に

波わ

か
ら
海
水
を
運
ば
せ
て

藻も

塩し
お

を
焼
か
せ
る
な
ど
、風
流
か
つ
贅
沢
極
ま
り
な
い
生
活

を
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
風
流
ぶ
り
や
河
原
院
を
め
ぐ
る
逸い

つ

話わ

は
、そ
の

後
の
文
学
作
品
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、能「
融
」の
モ
チ
ー
フ

と
も
な
り
ま
し
た
。按
察
使
に
任
命
さ
れ
た
融
が
多
賀
城
に

赴
任
し
た
か
ど
う
か
、定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
み
ち

の
く
の
風
景
を
愛
で
た
融
の
伝
説
は
、い
つ
し
か
地
元
に
も

根
付
き
ま
し
た
。市
内
に
は
、通
称「
大お

と

臣ど
の

宮み
や

」と
呼
ば
れ
る

小
高
い
丘
が
JR
東
北
本
線
高た

か

平ひ
ら

踏
切
の
南
東
に
あ
り
、か
つ

て
こ
こ
に
は「
大
臣
宮
」と
刻
ま
れ
た
石
柱
が
立
っ
て
い
ま
し

た
。現
在
そ
の
丘
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、石
柱
は
線

路
南
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
以
前
に
は
石
の
祠ほ

こ
ら

が
祀

ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
、こ
れ
は
現
在
、浮う

き

島し
ま

神
社
に
合ご

う

祀し

さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
石
柱
に
刻
ま
れ
た「
大
臣
」こ
そ
、左

大
臣
源
融
で
は
な
い
か
と
の
言
い
伝
え
が
江
戸
時
代
の
記
録

に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、塩
竈
市
内
に
は
融と

お

ケる
が

岡お
か（

塩
竈
市
泉
ケ
丘
）と
呼
ば

れ
る
場
所
も
あ
り
、多
賀
城
近
辺
に
は
融
の
面
影
が
今
な
お

生
き
続
け
て
い
ま
す
。

源
み
な
も
と
の 

融と

お

る
（
８
２
２
〜
８
９
５
）

人
物
伝
❻

能「融」

「多賀城古址の図」（明治
22年）に描かれた大臣宮

石の祠（浮島神社境内）
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８
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な
が
ら
甲か

っ

冑ち
ゅ
うを

身
に
つ
け
、武
器

を
携
え
、東
、す
な
わ
ち
陸
奥
へ
向
か
っ
て
葬
ら
れ
た
と
い

い
ま
す
。ま
た
、そ
の
墓
は
、国
家
の
非
常
時
に
は
ま
る
で

鼓つ
づ
みを
打
つ
よ
う
な
、あ
る
い
は
雷
鳴
の
よ
う
な
音
で
警
告
を

発
し
た
と
い
い
ま
す
。

　
死
後
も
都
と
天
皇
を
守
る
べ
く
、厚
い
信
頼
を
寄
せ
ら
れ

た
田
村
麻
呂
と
は
、ど
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

記
録
に
は
怒
れ
ば
猛も

う

獣じ
ゅ
うも
た
お
れ
、笑
え
ば
幼お

さ

子な
ご

も
な
つ
く

と
記
さ
れ
、１
８
０
㎝
の
長
身
で
赤
ら
顔
、目
は
澄
ん
で
鋭

く
、黄
金
色
の
あ
ご
髭ひ

げ

が
豊
か
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
蝦
夷
と
の
戦
い
を
収
束
さ
せ
た「
英
雄
」田
村
麻
呂
の
イ

メ
ー
ジ
は
、後
世
生
み
出
さ
れ
た
多
く
の
伝
説
に
よ
っ
て
、

広
く
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。ま
た
、京
都
の
清き

よ

水み
ず

寺で
ら

を
は

じ
め
、田
村
麻
呂
創
建
と
伝
え
る
寺
社
が
全
国
に
存
在
し
、

そ
の
武
勇
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
受
け
継
が
れ
、今
に
至
っ
て

い
ま
す
。

坂上田村麻呂像（石巻市零羊崎神社蔵）
中世の作と伝えられている木像です。この像が安置されている零

ひ

羊
つじ

崎
ざき

神社は、
陸奥国牡鹿郡の延

えん

喜
ぎ

式
しき

内
ない

社
しゃ

で、北上川河口に近い、石巻市牧山山頂に鎮座して
います。

八幡神社
田村麻呂創建と伝わるこの神社には、次のような伝説があります。都からさらわれてき
た貴人の娘、悪

あく

玉
だま

御
ご

前
ぜん

の子供千
せん

熊
くま

丸
まる

が、八幡神社の流
や

鏑
ぶさ

馬
め

に出ることを拒まれます。
その後坂上田村麻呂の子であることを知った千熊丸が、形見の鏑

かぶら

矢
や

を携えて都に上り、
父と対面したということです。

古今往来パンフ-四[01-16].indd   6 14/03/28   16:35

　
源み

な
も
と
の

   

融と
お
るは
、
源
氏
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
光

ひ
か
る

源げ
ん

氏じ

の
モ

デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
人
物
の
一
人
で
す
。融
は
、弘こ

う

仁に
ん

13
年

（
８
２
２
）、嵯さ

峨が

天
皇
の
第
八
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
、承

じ
ょ
う

和わ

５
年（
８
３
８
）、源
の
姓
を
与
え
ら
れ
、同
時
に
当
時
の
天

皇
で
あ
っ
た
仁に

ん

明み
ょ
う

天
皇
の
養
子
に
な
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な

経
歴
か
ら
、光
源
氏
の
モ
デ
ル
と
み
な
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
貞

じ
ょ
う

観が
ん

６
年（
８
６
４
）３
月
、中

ち
ゅ
う

納な

言ご
ん

の
ま
ま
、陸む

奥つ

出で

羽わ

按あ

察ぜ

使ち

に
任
命
さ
れ
、こ
の
時
始
め
て
陸
奥
国
と
関
わ
り
を

も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
の
後
大
納
言
か
ら
左さ

大だ
い

臣じ
ん

へ
と

昇
進
し
、元が

ん

慶ぎ
ょ
う８

年（
８
８
４
）、陽よ

う

成ぜ
い

天
皇
が
廃
位
し
た
時

に
皇
位
継
承
を
望
ん
だ
も
の
の
、融
を
超
え
て
太だ

政じ
ょ
う

大だ
い

臣じ
ん

に

就
任
し
た
藤ふ

じ

原わ
ら
の

基も
と

経つ
ね

に
退
け
ら
れ
る
な
ど
、政
治
的
に
は
ま

ま
な
ら
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
一
方
、
文
化
人
と

し
て
の
名
声
は
高

く
、
鴨か

も

川が
わ

の
ほ
と
り

に「
河か

原わ
ら

院い
ん

」
と
呼

ば
れ
た
広
大
な
邸
宅

を
構
え
、
陸
奥
国
塩し

お

竈が
ま

の
風
景
を
模
し
た

庭
を
造
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
み
ち
の
く

の
歌
枕
の
ひ
と
つ
、

「
籬

ま
が
き

ノの

島し
ま

」も
あ
り
、さ
ら
に
は
難な

に

波わ

か
ら
海
水
を
運
ば
せ
て

藻も

塩し
お

を
焼
か
せ
る
な
ど
、風
流
か
つ
贅
沢
極
ま
り
な
い
生
活

を
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
風
流
ぶ
り
や
河
原
院
を
め
ぐ
る
逸い

つ

話わ

は
、そ
の

後
の
文
学
作
品
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、能「
融
」の
モ
チ
ー
フ

と
も
な
り
ま
し
た
。按
察
使
に
任
命
さ
れ
た
融
が
多
賀
城
に

赴
任
し
た
か
ど
う
か
、定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
み
ち

の
く
の
風
景
を
愛
で
た
融
の
伝
説
は
、い
つ
し
か
地
元
に
も

根
付
き
ま
し
た
。市
内
に
は
、通
称「
大お

と

臣ど
の

宮み
や

」と
呼
ば
れ
る

小
高
い
丘
が
JR
東
北
本
線
高た

か

平ひ
ら

踏
切
の
南
東
に
あ
り
、か
つ

て
こ
こ
に
は「
大
臣
宮
」と
刻
ま
れ
た
石
柱
が
立
っ
て
い
ま
し

た
。現
在
そ
の
丘
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、石
柱
は
線

路
南
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
以
前
に
は
石
の
祠ほ

こ
ら

が
祀

ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
、こ
れ
は
現
在
、浮う

き

島し
ま

神
社
に
合ご

う

祀し

さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
石
柱
に
刻
ま
れ
た「
大
臣
」こ
そ
、左

大
臣
源
融
で
は
な
い
か
と
の
言
い
伝
え
が
江
戸
時
代
の
記
録

に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、塩
竈
市
内
に
は
融と

お

ケる
が

岡お
か（
塩
竈
市
泉
ケ
丘
）と
呼
ば

れ
る
場
所
も
あ
り
、多
賀
城
近
辺
に
は
融
の
面
影
が
今
な
お

生
き
続
け
て
い
ま
す
。

源
み
な
も
と
の 

融と

お

る
（
８
２
２
〜
８
９
５
）

人
物
伝
❻

能「融」

「多賀城古址の図」（明治
22年）に描かれた大臣宮

石の祠（浮島神社境内）
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文
武
両
道
に
秀
で
た
英
雄
と
し
て
名
高
い
源

み
な
も
と

義の
よ
し

家い
え

は
、前ぜ

ん

九く

年ね
ん

の
役え

き

で
活
躍
し
た
源

み
な
も
と

頼の
よ
り

義よ
し

の
嫡

ち
ゃ
く

子し

と
し
て
長

ち
ょ
う

暦り
ゃ
く３

年

（
１
０
３
９
）に
生
ま
れ
ま
し
た
。石い

わ

清し

水み
ず

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う（

京
都
府
）

で
元げ

ん

服ぷ
く

し
た
こ
と
か
ら
、八は

ち

幡ま
ん

太た

郎ろ
う

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
義
家
が
歴
史
の
表
舞
台
に

出
て
く
る
の
は
、
永え

い

承し
ょ
う６
年

（
１
０
５
１
）、陸
奥
国
で
起
き

た
安あ

倍べ

氏
の
反
乱
を
鎮
め
る

た
め
、父
頼
義
に
従
っ
て
出
陣

し
た
前
九
年
の
役
か
ら
で
す
。

こ
の
戦
い
で
頼
義
・
義
家
親

子
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
な
が

ら
も
、
出で

羽わ
の

国く
に（
秋
田
・
山
形

県
）の
豪
族
清き

よ

原は
ら

氏
の
応
援
に

よ
っ
て
安あ

倍べ
の

貞さ
だ

任と
う

を
破
り
ま
し
た
。義
家
は

乱
を
平
定
し
た
功
績
で
出で

羽わ
の

守か
み

に
任
ぜ
ら

れ
、父
の
死
後
、源
氏
の
棟と

う

梁り
ょ
うを

継
ぎ
ま
す
。

　
前
九
年
の
役
か
ら
21
年
後
の
永え

い

保ほ
う

３
年

（
１
０
８
３
）、
陸
奥
守
と
し
て
再
び
陸
奥

国
に
や
っ
て
き
た
義
家
は
、安
倍
氏
に
代
わ
り
勢
力
を
伸
ば

し
て
い
た
清
原
氏
の
内
紛
に
介
入
し
ま
す（
後ご

三さ
ん

年ね
ん

の
役
）。

こ
の
戦
い
で
義
家
は
、清
原
清き

よ

衡ひ
ら（
後
の
藤
原
清
衡
）に
加
勢

し
、寒
さ
と
食
糧
不
足
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
勝
利
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、こ
の
合
戦
は
清
原
一
族
の
内
乱
に
す
ぎ
な
い
と

み
な
さ
れ
た
た
め
、朝
廷
か
ら
の
恩
賞
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。義
家
は
、苦
し
い
戦
い
を
し
て
き
た
東
国
の
武
士
達

に
自
分
の
財
産
を
な
げ
う
っ
て
恩
賞
を
与
え
た
と
い
い
、後

に
源

み
な
も
と

頼の
よ
り

朝と
も

が
平
氏
打
倒
の
兵
を
挙
げ
た
際
、東
国
武
士
が
い

ち
早
く
駆
け
つ
け
た
の
も
、そ
の
時
の
恩
義
を
感
じ
て
の
こ

と
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、義
家
は
後
三
年
の
役
で
本
来
の
職
務
を
怠
た
っ

た
た
め
、新
た
な
官
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
ず
、位
も
そ
の

ま
ま
に
据
え
置
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。後
三
年
の
役
か
ら
11

年
後
の
承

じ
ょ
う

徳と
く

２
年（
１
０
９
８
）に
よ
う
や
く
昇
進
す
る
も

の
の
、嫡
子
義よ

し

親ち
か

の
謀
反
や
一
族
同
士
が
争
う
な
ど
苦
境
に

立
た
さ
れ
た
中
、嘉か

承し
ょ
う

元
年（
１
１
０
６
）、68
歳
で
こ
の
世

を
去
り
ま
し
た
。

　
武
勇
の
面
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
義
家
で
す
が
、『
千せ

ん

載ざ
い

和わ

歌か

集し
ゅ
う』に
は

　
吹
く
風
を
　
な
こ
そ
の
関
と
　
思
へ
ど
も

　
　
　
　
道
も
せ
に
ち
る
　
山
桜
か
な

と
い
う
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
源
頼
朝
、室
町
幕
府
を
開
い
た
足あ

し

利か
が

尊た
か

氏う
じ

の
祖
先
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、武
将
の
理
想
像
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
や
逸
話
が
生
ま
れ
、今
日
ま
で
語
り
継
が

れ
て
い
ま
す
。

後三年合戦絵詞
（模本　一関市博物館提供）
嘉
か

永
えい

4年（1851）に京都出身の画家髙
たか

倉
くら

在
ざい

孝
こう

によって描かれたもので、義家軍
が清原家

いえ

衡
ひら

、武
たけ

衡
ひら

の籠る金
かな

沢
ざわ

柵
のさく

へ行軍
中、雁の列の乱れを見て、清原軍の伏
兵を察知したという有名な場面です。な
お、後三年合戦絵

え

詞
ことば

（東京国立博物館
蔵）は、序文により、貞

じょう

和
わ

3年（1347）
の製作であることが知られています。

源
み
な
も
と
の 

義よ

し

家い

え

（
１
０
３
９
〜
１
１
０
６
）

人
物
伝
❼

八幡神社
坂上田村麻呂の創建といわれ、元は末の松山の
西方、古館の地にありましたが、鎌倉時代、現
在の宮内に移されたと伝えられています。前九
年の役の際、義家が鞢

ゆがけ

を奉納し戦勝祈願をした
ことから、鞢八幡とも呼ばれています。

勿来の関
義家の和歌にも詠われている歌枕で、所在地
には諸説あり、宮城県利

り

府
ふ

町の名
な

古
こ

曾
そ

もその
ひとつです。「奥州名所図会」（19世紀初）
にも描かれ、現地には「勿来神社」の碑が建っ
ています。
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西さ

い

行ぎ
ょ
うは
俗
名
を
佐さ

藤と
う

義の
り

清き
よ

と
い
い
、
京
の
都
に
あ
っ
て

代
々
宮
中
警
護
な
ど
を
務
め
る
武
勇
の
家
に
生
ま
れ
ま
し

た
。承

じ
ょ
う

平へ
い

・
天て

ん

慶ぎ
ょ
うの

乱
で
功
績
を
挙
げ
た
藤ふ

じ

原わ
ら
の

秀ひ
で

郷さ
と

を
祖
先

に
も
ち
、奥
州
藤
原
氏
と
も
縁
続
き
で
し
た
。

　
義
清
は
保ほ

う

延え
ん

元
年（
１
１
３
５
）、朝
廷
の
親
衛
組
織
で
あ

る
兵

ひ
ょ
う

衛え

府ふ

の
官
僚
に
任
ぜ
ら
れ
た
後
、上
皇
の
御
所
の
北
面

に
控
え
、警
護
に
あ
た
る
北ほ

く

面め
ん

の
武
士
と
し
て
鳥と

羽ば

上
皇
に

仕
え
、さ
ら
に
和
歌
、流や

鏑ぶ
さ

馬め

、蹴け

鞠ま
り

な
ど
に
多
彩
な
才
能

を
発
揮
し
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
保
延
６
年（
１
１
４
０
）、23
歳
の
若
さ
で
出
家

し
て
し
ま
い
ま
す
。親
友
の
急
死
に
遭
い
、無
常
を
感
じ
た

の
が
動
機
と
な
っ
た
と
い
う『
西
行
物
語
』の
説
が
主
流
で

す
が
、『
源げ

ん

平ぺ
い

盛じ
ょ
う

衰す
い

記き

』に
は
、あ
る
高
貴
な
女
性
に
対
す
る

失
恋
に
よ
る
も
の
と
あ
り
ま
す
。

　
出
家
後
数
年
は
嵯
峨
野
や
東
山
に
草そ

う

庵あ
ん

を
結
ん
で
仏
道
に

励
み
、吉
野（
奈
良
県
）で
山
伏
修
行
を
し
た
と
も
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。そ
の
か
た
わ
ら
、諸
国
を
巡
り
、数
多
く
の
優

れ
た
和
歌
を
残
し
ま
し
た
。

　
西
行
は
生
涯
に
２
度
、陸
奥
国
を
訪
れ
て
い
ま
す
。最
初

は
30
歳
前
後
で
、み
ち
の
く
の
歌
枕
に
憧
れ
、藤ふ

じ

原わ
ら
の

実さ
ね

方か
た

や

能の
う

因い
ん

の
足
跡
を
慕
っ
て
の
旅
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。２
度

目
は
晩
年
、文ぶ

ん

治じ

２
年（
１
１
８
６
）の
こ
と
で
、源
平
合
戦

の
際
、平

た
い
ら

重の
し
げ

衡ひ
ら

に
よ
っ
て
焼
き
討
ち
さ
れ
た
東
大
寺
復
興
の

た
め
、奥
州
藤
原
氏
に
対
し
て
砂
金
の
提

供
を
依
頼
す
る
と
い
う
使
命
を
担
っ
て
の

こ
と
で
し
た
。

　
平
泉
へ
の
途
中
、鎌
倉
に
立
ち
寄
っ
た

西
行
は
、源

み
な
も
と

頼の
よ
り

朝と
も

と
面
会
し
て
い
ま
す
。そ

の
際
、頼
朝
の
求
め
に
応
じ
て
兵
法
に
つ

い
て
語
り
、終
夜
に
及
ん
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
翌
日
、
引
き
留
め
ら
れ
な
が
ら

も
平
泉
へ
向
か
っ
て
旅
立
つ
西
行
に
、頼

朝
は
銀
作
り
の
猫
を
贈
り
ま
し
た
が
、そ

れ
を
門
前
で
遊
ぶ
子
供
に
与
え
て
し
ま
っ

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が『
吾あ

妻づ
ま

鏡か
が
み』に

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
西
行
自
身
が
選
ん
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
歌
集『
山さ

ん

家か

集し
ゅ
う』

に
は
、壺

つ
ぼ
の

碑い
し
ぶ
み、お

も
わ
く
の
橋
を
詠
み
込
ん
だ

　
む
つ
の
く
の
　
お
く
ゆ
か
し
く
そ
　
お
も
ほ
ゆ
る

　
　
　
つ
ほ
の
い
し
ふ
み
　
そ
と
の
は
ま
か
せ

　
ふ
ま
ま
う
き
　
も
み
じ
の
に
し
き
　
ち
り
し
き
て

　
　
　
人
も
か
よ
わ
ぬ
　
お
も
は
く
の
橋

の
歌
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、西
行
と
陸
奥
国
と
の
か
か
わ
り

を
示
し
て
い
ま
す
。

　
西
行
の
生
き
方
が
与
え
た
影
響
の
深
さ
は
宗そ

う

祇ぎ

や
芭ば

蕉し
ょ
う

い
っ
た
中
世
・
近
世
の
文
学
者
に
及
び
、さ
ら
に
全
国
に
残
る

西
行
ゆ
か
り
の
地
に
よ
っ
て
も
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
市
内
野
田
の
玉
川
に
か
か
る「
お
も
わ
く
の
橋
」は
、西
行

の
歌
に
ち
な
み
、仙
台
藩
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
歌
枕
で
、

今
も
西
行
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
、多
く
の
人
々
に
親
し
ま

れ
て
い
ま
す
。

おもわくの橋
西行の歌にちなむ橋で、別名「安倍の待

まち

橋
はし

」とも
呼ばれます。これは、前九年の役で有名な安

あ

倍
べの

貞
さだ

任
とう

が、おもわくという名の娘に思いを寄せ、この橋
を渡って通ったことからついた名前だという言い
伝えがあります。

西さ

い

　行ぎ

ょ

う
（
１
１
１
８
〜
１
１
９
０
）

人
物
伝
❽
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