
は
た
し

秦
氏

1知
る

■
ど
ん
な
人
た
ち

古
代
に
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
来
し
た
氏
族

『
日
本
書
紀
』
応
神
天
皇

。

条
に
、
秦
始
皇
帝
子
孫
と
い
う
伝
承
を
も
つ
弓
月
君
が
多
数
の
民
を
率

し
ん
の
し
こ
う
て
い

ゆ
づ
き
の
き
み

い
て
渡
来
し
た
の
に
始
ま
る
と
し
ま
す
が

「
は
た
」
は
古
代
朝
鮮
語

、

で
海
の
意
で
あ
り
、
実
際
は
五
世
紀
中
頃
に
新
羅
か
ら
渡
来
し
た
氏
族

集
団
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
山
城
国
葛
野
郡
太
秦
あ
た
り
を
本
拠
と
し
、

か

ど

の

う
づ
ま
さ

近
畿
一
帯
に
強
い
地
盤
を
築
き
ま
し
た
。

秦
氏
に
は
い
ろ
い
ろ
な
伝
承
が
あ
り
、
代
表
的
な
も
の
は
、
雄
略
天

皇
の
頃
、
族
長
の
秦
酒
公
が
全
国
に
分
散
し
て
い
た
百
八
十
種
の
勝

は
た
の
さ
け
き
み

す
ぐ
り

（
部
）
を
集
め
、
調
・
庸
の
絹
を
う
ず
た
か
く
盛
り
朝
廷
に
献
上
し
て

禹
豆
麻
佐
の
姓
を
与
え
ら
れ
（

日
本
書
紀

、
太
秦
の
地
名
も
こ
れ

『

』
）

う

づ

ま

さ

に
由
来
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

■
そ
の
業
績
は
？

秦
氏
は
、
高
度
な
技
術
力
と
豊
富
な
経
済
力
を
も
っ
て
い
た
た
め
、

桂
川
に
灌
漑
用
の
大
堰
を
作
っ
て
嵯
峨
野
一
帯
を
開
墾
し
、
養
蚕
や
機

お

お

い

さ

が

の

織
な
ど
の
新
し
い
技
法
を
伝
え
ま
し
た
。

七
世
紀
始
め
に
財
力
を
蓄
え
た
秦

河

勝
は
、
聖
徳
太
子
か
ら
仏
像

は
た
の
か
わ
か
つ

を
賜
っ
て
、
太
秦
に
蜂
岡
寺
（
現
広
隆
寺
）
を
建
立
し
ま
し
た
。
こ
の

は
ち
お
か
で
ら

よ
う
な
技
術
力
や
経
済
力
を
も
っ
た
秦
氏
の
中
に
は
、
奈
良
時
代
に
官

僚
に
な
っ
た
り
、
中
央
貴
族
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
り
す
る
も
の
も
い

ま
し
た
。

桓
武
天
皇
は
、
延
暦
三
（
七
八
四
）
年
、
仏
教
色
に
染
ま
り
す
ぎ
た

平
城
京
を
離
れ
て
新
し
い
地
を
求
め
て
、
山

背

国
乙
訓
郡
長
岡
に
遷

や
ま
し
ろ
の
く
に
お
と
く
に

都
を
行
い
ま
し
た
。
秦
氏
は
、
造
宮
長
官
藤
原
種
継
の
母
が
秦
氏
の

ふ
じ
わ
ら
の
た
ね
つ
ぐ

娘
で
あ
っ
た
た
め
、
造
都
に
全
面
的
な
協
力
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

、

、

長
岡
京
は
十
年
で
廃
さ
れ

同
じ
山
背
に
平
安
京
が
造
ら
れ
ま
す
が

そ
こ
で
も
新
都
建
設
に
秦
氏
が
尽
力
し
、
秦
氏
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
桂

、

。

川
一
帯
は

建
設
に
必
要
と
す
る
材
木
の
陸
揚
げ
基
地
と
な
り
ま
し
た

長
岡
京
は
、
都
と
し
て
ど
こ
ま
で
整
備
さ
れ
て
い
た
か
疑
問
視
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
近
年
の
発
掘
調
査
で
都
城
形
体
が
か
な
り
整
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
再
度
平
安
京
へ
遷
都
す
る
の
に
は
か
な

り
の
困
難
が
伴
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
を
や
り
遂
げ
た
桓
武
天
皇
の
背

後
に
は
、
山
背
地
域
を
本
拠
と
し
て
高
度
な
技
術
力
と
財
力
を
も
っ
て

い
た
秦
氏
が
い
た
か
ら
で
き
た
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

内
裏
の
紫
宸
殿
前
の｢

右
近
の

橘

｣

は
、
秦
河
勝
の
邸
宅
に
あ
っ
た

し

し

ん

で

ん

う

こ

ん

た
ち
ば
な

と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
早
く
か
ら
山
城
盆
地
に
住
ん
で

い
た
秦
氏
が
、
内
裏
に
あ
て
ら
れ
る
よ
う
な
い
い
土
地
を
所
有
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
示
す
伝
承
で
す
。
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平
安
京
遷
都
後
の
秦
氏
は
、
官
僚
と
し
て
活
躍
し
、
主
計
寮
・
大
蔵

。

（

）

省
・
内
蔵
寮
の
役
人
と
し
て
名
が
残
っ
て
い
ま
す

元
慶
七

八
八
三

年
、
秦
氏
は
惟
宗
朝
臣
に
改
姓
し
、
明
法
家
を
輩
出
し
ま
す
。
各
地
方

こ
れ
む
ね
の
あ
そ
ん

に
は
秦
姓
も
多
く
、
在
庁
官
人
や
郡
司
と
し
て
名
を
残
し
て
い
ま
す
。

歩
く
／
見
る

■
広
隆
寺

右
京
区
太
秦
蜂
岡
町

こ
う
り
ゅ
う
じ

真
言
宗
別
格
本
山
。
別
称
太
秦
寺
・
蜂
岡
寺

『
広
隆
寺
由
来
記
』

。

は
ち
お
か
で
ら

に
は
、
広
隆
は
秦

河

勝
の
実
名
と
さ
れ
ま
す
が
、
寺
名
の
成
立
時
期

は
た
の
か
わ
か
つ

は
不
詳
。
秦
河
勝
が
、
推
古
十
一
（
六
〇
三
）
年
聖
徳
太
子
か
ら
仏
像

を
拝
受
し
蜂
岡
寺
を
造
営
し
、
推
古
三
十
一
（
六
二
三
）
年
に
新
羅
か

ら
送
ら
れ
た
仏
像
を
葛
野
秦
寺
に
安
置
し
た
と
記
さ
れ
ま
す
。

広
隆
寺
と
い
う
寺
名
が
文
献
に
現
れ
る
の
は
、
承
和
五
（
八
三
八
）

年
で
す
が
、
飛
鳥
時
代
に
さ
か
の

ぼ
る
仏
像
が
伝
わ
る
こ
と
や
、
出

土
瓦
か
ら
そ
の
起
源
が
飛
鳥
時
代

に
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま

す
。
太
秦
の
地
は
、
秦
氏
が
葛
野

郡
に
拠
点
を
築
い
た
五
世
紀
以
降

特
別
な
地
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
度
々
火
災

に
あ
い
、
現
在
の
建
物
は
平
安
時

代
末
期
以
後
の
も
の
で
す
。
戦
後

に
国
宝
第
一
号
に
指
定
さ
れ
た
木

造
弥
勒
半
跏
思
惟
像
は
飛
鳥
時
代
の
も
の
で
特
に
有
名
で
す
。

み

ろ

く

は

ん

か

し

い

ぞ

う

■
大
酒
神
社

右
京
区
太
秦
東
蜂
岡
町

お
お
さ
け

本
殿
に
秦
始
皇
帝
・
弓
月
君
・
秦

酒

公
、
別
殿
に
呉

織

神
・

し
ん
の
し
こ
う
て
い

ゆ
づ
き
の
き
み

は
た
の
さ
け
き
み

く
れ
は
ど
り
の
か
み

漢

織

神
を
祀
り
ま
す
。
広
隆
寺
の
鎮
守
神
。

あ
や
は
ど
り
の
か
み

仲
哀
天
皇
の
頃
、
秦
始
皇
帝
の
子
孫
功
満
王
（
秦
氏
の
祖
）
が
来
朝

し
、
大
酒
明
神
を
祀
っ
た
の
に
始
ま
る
と
い
い
、
そ
の
後
秦
氏
が
農
耕

殖
産
の
神
・
悪
疫
悪
霊
を
避
け
る
神
と
し
て
氏
神
と
し
た
と
考
え
ら
れ

ま
す

『
延
喜
式
』
に
は
大
辟
神
社
と
み
え
、
大
酒
神
は
大
辟
や
大
避

。

お
お
さ
け

と
書
か
れ

「
酒
」
は
「
避
」
で
道
の
神
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

、

さ
け

も
と
は
広
隆
寺
の
一
隅
の
桂

宮
院
境
内
に
祀
ら
れ
、
秦
氏
の
氏
神

け
い
き
ゅ
う

社
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
の
神
仏
分
離
令
で
現
在
地
に
移
さ
れ

ま
し
た
。

■
太
秦
の
牛
祭
り

う
づ
ま
さ

う
し
ま
つ

十
月
十
日
夜
に
行
わ
れ
る
広
隆
寺
の
祭
礼
で
京
都
三
奇
祭
の
一
つ
。

ま
た
か
つ
て
広
隆
寺
境
内
に
あ
っ
た
大
酒
神
社
の
祭
り
と
も
い
い
ま

す
。寺

伝
に
よ
れ
ば
、
恵
心
僧
都
源
信
（
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
が
極
楽

え

し

ん

そ

う

ず
げ
ん
し
ん

浄
土
を
求
め
て
念
仏
会
を
始
め
、
天
台
系
の
常
行
堂
守
護
神
と
し
て
祀

ら
れ
る
異
形
の
神
で
あ
る
摩
多
羅
神
を
守
護
神
と
し
ま
し
た
。
国
家
安

ま

だ

ら

穏
・
五
穀
豊
穣
・
悪
疫
退
散
を
祈
る
農
民
の
素
朴
な
祭
り
と
合
わ
さ
っ

て
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

三
角
鼻
の
紙
面
を
つ
け
牛
に
乗
っ
た
白
衣
の
摩
多
羅
神
と
、
紙
の
面

を
つ
け
た
赤
鬼
・
青
鬼
の
四
天
王
が
、
境
内
や
周
辺
を
一
巡
し
、
薬
師

堂
に
来
る
と
牛
を
降
り
、
祭
文
を
読
み
ま
す
。
終
る
と
神
と
鬼
は
薬
師
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堂
に
駆
け
込
み
、
観
衆
は
厄
除
け
に
な
る
祭
文
や
面
を
奪
お
う
と
し
て

も
み
合
い
に
な
り
ま
す
。

か
つ
て
は
夜
二
時
に
行
わ
れ
、
仮
面
・
装
束
・
行
動
と
も
に
よ
り
奇

怪
で
あ
っ
た
と
い
い
、
絵
巻
や
図
絵
な
ど
に
残
っ
て
い
ま
す
。

■
蚕

の
社

右
京
区
太
秦
森
ケ
東
町

か
い
こ

や
し
ろ

正
し
く
は
、
木
島
坐
天
照
御
魂
神
社
。
祭
神
は
天

御

中

主

命
・

こ
の
し
ま
に
ま
す
あ
ま
て
る
み
た
ま

あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
み
こ
と

瓊
々
杵
命
・
大
国
魂
神
・
穂
々
出
見
命
・
鵜
茅
葺
不
合
命
。

に
に
ぎ
の
み
こ
と

お
お
く
に
た
ま
の
か
み

ほ

ほ

で

み

の

み

こ

と

う
が
や
ふ
き
あ
え
ず
の
み
こ
と

秦
氏
ゆ
か
り
の
神
社
で

『
続
日
本
紀
』
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
に

、

そ
の
名
が
見
え

『
延
喜
式
』
に
も
名
神
大
社
と
記
さ
れ
ま
す
。
平
安

、

時
代
に
は
祈
雨
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
ま
し
た
。
本
殿
右
に
あ
る
養
蚕

こ

か

い

神
社
は
、
養
蚕
・
機
織
・
染
色
技
術
に
優
れ
た
秦
氏
に
ち
な
ん
で
蚕
の

社
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
通
称
と
な
り
ま
し
た
。

境
内
に
は
、
元

糺
の
池
が
あ
り
、
賀
茂
明
神
は
こ
の
地
よ
り
下
鴨

も
と
た
だ
す

糺

森
に
移
っ
た
と
い
い
、
糺
森
の
名
は
こ
の
池
に
発
祥
す
る
と
伝
え

た
だ
す
の
も
り

ら
れ
ま
す
。
池
の
中
に
、
明
神
鳥
居
を
正
三
角
形
に
組
合
せ
た
三
鳥
居

み

つ

と

り

い

が
あ
り
ま
す
。
京
都
市
指
定
史
跡
。

■
松
尾
大
社

西
京
区
嵐
山
宮
町

ま
つ
お
た
い
し
ゃ

祭
神
は
、
大
山
咋
神
・
市
杵
島
姫
命

『
延
喜
式
』
で
名
神
大
社

。

お
お
や
ま
ぐ
い
の
か
み

い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と

。

（

）

、

に
列
し
て
い
ま
す

大
宝
元

七
〇
一

年
秦
都
理
が
神
殿
を
建
立
し

は

た

の

と

り

そ
の
一
族
が
長
く
社
家
を
務
め
ま
し
た
。
天
平
二
（
七
三
〇
）
年
に
は

大
社
の
称
号
を
得
ま
し
た
。
平
安
時
代
は
、
王
城
鎮
護
の
社
と
し
て
、

東
の
賀
茂
、
西
の
松
尾
と
並
び
称
さ
れ
ま
し
た
。
中
世
以
降
は
造
酒
神

と
し
て
崇
敬
さ
れ
ま
し
た
。

社
殿
背
後
の
亀
の
井
の
水
は
、
酒
が
腐
敗
し
な
い
と
い
わ
れ
、
醸
造

家
が
汲
ん
で
酒
水
に
混
ぜ
る
風
習
が
あ
り
、
今
も
境
内
に
は
奉
納
さ
れ

た
多
く
の
酒
樽
が
並
ん
で
い
ま
す
。

■
伏
見
稲
荷
大
社

伏
見
区
深
草
藪
ノ
内
町

ふ

し

み

い

な

り

た

い

し

ゃ

現
在
は
商
売
繁
盛
の
神
で
あ
り
、
全
国
三
万
余
り
を
数
え
る
稲
荷
神

社
の
総
本
社
で
あ
る
伏
見
稲
荷
大
社
は
、
も
と
は
稲
成
つ
ま
り
穀
霊
を

い
ね
な
り

祀
る
も
の
で
し
た

『
山
城
国
風
土
記
』
の
逸
文
に
由
来
が
み
え
、

。

秦
中
家
忌
寸
ら
の
遠
祖
秦

公
伊
侶
具
が
稲
を
積
ん
で
富
み
栄
え
、
餅

は
た
な
か
つ
え
の
い
み
き

は
た
の
き
み

い

ろ

ぐ

を
用
い
て
的
に
し
た
と
こ
ろ
白
鳥
と
な
っ
て
飛
び
去
り
、
山
の
峰
に
至

ま
と

り
ま
し
た
。
そ
こ
に｢

伊
禰
奈
利
生
え｣

、
つ
い
に
社
と
し
た
と
い
う
こ

い

ね

な

り

と
で
す
。

伊
奈
利
社
の
祭
祀
が
秦
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
の
子
孫
が
歴
代
稲

荷
社
の
祠
官
と
な
り
ま
し
た
。
天
長
四
（
八
二
七
）
年
東
寺
の
鎮
守
と

、

。

、

な
り

中
世
に
は
民
間
の
稲
荷
信
仰
と
し
て
広
が
り
ま
し
た

社
殿
は

（

）

、

。

永
享
十

一
四
三
八

年

山
上
よ
り
麓
の
現
在
地
に
移
さ
れ
ま
し
た

■
葛
野
大
堰

西
京
区
嵐
山
渡
月
橋
附
近

か

ど

の

お

お

い

葛
野
大
堰
は
、
五
世
紀
頃
に
秦
氏
が
造
っ
た
と
さ
れ
る
、
川
か
ら
の

取
水
の
た
め
の
井
関
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
一
帯
は
農
耕
が
可
能
な
土
地

に
な
り
ま
し
た
。
正
確
な
位
置
は
不
明
で
す
が
、
葛
野
川
（
桂
川
）
の

渡
月
橋
附
近
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す

現
在
の
こ
の
附
近
を
大
堰
川

大

。

（

と
げ
つ
き
よ
う

井
川
）
と
呼
ぶ
の
は
葛
野
大
堰
が
築
か
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

道
昌
（
七
九
八
～
八
七
五
）
は
讃
岐
出
身
の
僧
侶
。
俗
姓
は
秦
氏
。

ど

う

し

ょ

う

神
護
寺
で
空
海
の
教
え
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、
秦
氏
が
創
建
し
た

広
隆
寺
に
入
り
復
興
し
、
秦
氏
の
建
設
し
た
葛
野
大
堰
を
修
復
し
ま
し

た
。
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1 秦氏

■
蛇
塚

右
京
区
太
秦
面
影
町

へ
び
づ
か

六
世
紀
末
な
い
し
七
世
紀
初
頭
の
築
造

と
推
定
さ
れ
る
嵯
峨
野
の
首
長
墓
群
の
中

で
は
最
大
規
模
の
古
墳
。
当
地
一
帯
を
本

拠
と
し
た
秦
氏
一
族
の
統
率
者
を
葬
っ
た

墓
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
と
は
全
長

約
七
十
五
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で
し

た
が
、
現
在
は
封
土
を
失
い
、
巨
大
な
横

穴
式
石
室
の
み
が
住
宅
地
の
中
に
残
っ
て

い
ま
す
。
国
指
定
史
跡
。

。 、 、 。太秦附近図 中央に広隆寺 右端に蚕の社 左端に蛇塚古墳が記される

＊国土地理院長の承認を得て 同院発行の数値地図25000(地図画像)，
を複製。承認番号平14総複第494号


