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う

め

づ

し

ん

ぶ

ん 
梅

津

新

聞 
久
慈
郡
の
中
心
は 

薬
谷
町
・
大
里
町
に
あ
っ
た
！ 

大
化

た

い

か

の
改
新

か
い
し
ん

（
６
４
５
年
）
の
後
、
律
令

り
つ
り
ょ
う

政
治

せ

い

じ

の
し
く
み
が
と
と
の
え
ら
れ
、
地
方

ち

ほ

う

は
国

く
に

と
郡

ぐ
ん

と
里

さ
と

に
わ
け
ら
れ
ま
し
た
。
現
在

げ
ん
ざ
い

の
茨
城

県
の
大
部
分
は
常
陸
国

ひ
た
ち
の
く
に

に
属

ぞ
く

し
て
い
ま
し
た
。

政
治

せ

い

じ

の
中
心

ち
ゅ
う
し
ん

で
あ
る
国
府

こ

く

ふ

は
現
在
の
石
岡
市

に
置 お

か
れ
、
そ
の
近

ち
か

く
に
は
聖

し
ょ
う

武 む

天
て
ん

皇
の
う

の
命

め
い

に
よ
り
、
国
分
寺

こ

く

ぶ
ん

じ

・
国
分

こ
く
ぶ
ん

尼
寺

に

じ

が
建 た

て
ら
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
常
陸
国
は
11

の
郡
か
ら
な
り
、

現
在
の
常
陸
太
田
地
区
・
金
砂
郷
地
区
・
水
府

地
区
は
久
慈

く

じ

郡
（
ま
た
は
久
自
郡
）
に
、
里
美

地
区
は
多
珂

た

か

郡
（
ま
た
は
多
賀
郡
）
に
属
し
て

い
た
よ
う
で
す
。 

久
慈
郡
の
郡
衙

ぐ

ん

が

（
郡
の
役
所

や
く
し
ょ

）
や
郡
寺

ぐ
ん
で
ら

は
、

出
し
ゅ
つ

土 ど

し
て
い
る

瓦
か
わ
ら

や
焼 や

き
米

ご
め

な
ど
か
ら
推

す
い

測
そ
く

す
る
に
、
薬
谷
町
・
大
里
町
に
あ
っ
た
も
の

と
考

か
ん
が

え
ら
れ
て
お
り
（
長
者

ち
ょ
う
じ
ゃ

屋
敷

や

し

き

遺
跡

い

せ

き

）
、

奈
良

な

ら

時
代

じ

だ

い

は
こ
こ
が
久
慈
郡
の
中
心
地
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
出
土

し
ゅ
つ
ど

し
た
土
器

ど

き

に
は
「
久
自
」
や
「
大
畠
」
な
ど
の
文
字

も

じ

が
書 か

か
れ
た
も
の
や
、
布
目

ぬ

の

め

模
様

も

よ

う

の
あ
る
瓦

か
わ
ら

、
国
内

こ
く
な
い

で
も
珍

め
ず
ら

し
い
幾
何
学

き

か

が

く

模
様

も

よ

う

の
あ
る
塼

せ
ん

が
見 み

つ

か
っ
て
い
ま
す
。
塼
と
は
建
築

け
ん
ち
く

材
料

ざ
い
り
ょ
う

の
ひ
と

つ
で
、
レ
ン
ガ
や
タ
イ
ル
の
よ
う
な
も
の
。
粘

ね
ん

土 ど

を
型

か
た

に
入 い

れ
て
成

せ
い

形
け
い

し
、
そ
の
ま
ま
乾
燥

か
ん
そ
う

さ

せ
た
も
の
（
ま
た
は
焼
い
た
も
の
）
で
す
。

朝
鮮

ち
ょ
う
せ
ん

半
島

は
ん
と
う

の
古
墳

こ

ふ

ん

に
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
国

内
で
は
寺
院

じ

い

ん

に
使

つ
か

わ
れ
る
こ
と
が
多

お
お

く
、
特

と
く

に

幾
何
学
模
様
の
塼
は
、
平
城

へ
い
じ
ょ
う

京
き
ょ
う

な
ど
全
国

ぜ
ん
こ
く

で

３
例
し
か
な
く
、
朝
鮮
半
島
の
影
響

え
い
き
ょ
う

を
受 う

け

た
寺
院
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

墨
す
み

で
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
土
器
を
墨
書

ぼ
く
し
ょ

土
器
、
ヘ
ラ
な
ど
で
文
字
が
刻

き
ざ

ま
れ
て
い
る
土
器

を
刻
書

こ
く
し
ょ

土
器
と
い
い
ま
す
。
市
内
の
遺
跡
か
ら
は
墨
書
土
器
や
刻
書
土
器
の
破
片

は

へ

ん

が
た
く
さ
ん

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

約12,000年前 縄文時代

約2,500年前 弥生時代

3～6世紀 古墳時代

7世紀 飛鳥時代

8世紀 奈良時代

9～12世紀 平安時代

こ
ん
な
に
出
土
し
て
い
る
！
文
字
が
書
か
れ
た
土
器
の
破
片 

「野本」 「佐都」 

「中」 「前ノ」 「歳」 

こ
ん
な
も
の
も
発
見
し
ま
し
た
！ 

円
面

え

ん

め

ん

硯け

ん

墨
を
す
る
部
分
が
円
形

え
ん
け
い

の
硯

す
ず
り

の
こ
と
。
硯
部

す
ず
り
ぶ

と
脚
部

き
ゃ
く
ぶ

か

ら
な
り
、
硯
部
は
中
央

ち
ゅ
う
お
う

が
平

た
い

ら

で
そ
の
周

ま
わ

り
に
溝

み
ぞ

が
め
ぐ
っ
て

い
ま
す
。
脚
部
に
は
く
り
ぬ
い

た
窓

ま
ど

や
飾

か
ざ

り
が
つ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
主

お
も

に
役
人

や
く
に
ん

が
使
っ
た
も

の
で
す
。 
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久
慈

く

じ

川 が
わ

は 

幸 さ
け

く
あ
り
待 ま

て
潮 し

お

船 ぶ
ね

に 
真 ま

楫 か
じ

し
じ
貫 ぬ

き 

吾 あ

は
帰 か

え

り
来 こ

む ん 

（
丸
子
部
佐
壮

ま

り
こ
べ

の
す
け

お

） 

足
柄

あ
し
が
ら

の 

み
坂 さ

か

た
ま
は
り 
顧

か
え
り

み
ず 

吾 あ

は

越
く
（
こ
）

え
行 い

く 

荒 あ
ら

し
男 お

も 

立 た

し
や
は
ば
か
る 

不 ふ

破 わ

の
関 せ

き 

越 こ

え
て
吾 あ

は
行 い

く 

馬

む
ま
（
う
ま
）

の
蹄 つ

め 

筑 ち
く

紫 し

の
崎 さ

き

に 

留 と
ま

り
居 い

て 

吾 あ

は
斎 い

わ

は わ

む ん 

諸
も
ろ
も
ろ

は 

幸 さ
け

く
と

申

ま
お
（
も
う
）

す 

帰
り
来
ま
で
に 

（
倭
文
部
可
良
麿

し

と

り

べ

の

か

ら

ま

ろ

） 

防
人

さ

き

も

り

と
万
葉
集

ま

ん

よ

う

し

ゅ

う 

ば
か
る
不
破
の
関
※
２

も
私
は
越
え
て
行
く
。

筑
紫
※
３

の
岬

み
さ
き

に
留

と
ど

ま
り
、
私
は
※
４

潔
斎

け
っ
さ
い

し
て

い
よ
う
。
人
々
は
無
事

ぶ

じ

で
と
神

か
み

に
願

ね
が

お
う
、
帰

っ
て
く
る
ま
で
。
」
と
い
う
意
味

い

み

が
込 こ

め
ら
れ

て
い
ま
す
。 

防
人
と
は
諸
外
国

し
ょ
が
い
こ
く

か
ら
の
侵
略

し
ん
り
ゃ
く

を
防

ふ
せ

ぐ
た

め
、
警
備

け

い

び

の
た
め
に
現
在
の
北
九
州
地
方
に

派
遣

は

け

ん

さ
れ
た
兵
士
で
す
。
任
期
は
３
年
で
、

武
器

ぶ

き

や

食

料

し
ょ
く
り
ょ
う

は
自
分

じ

ぶ

ん

で
負
担

ふ

た

ん

し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
防
人
と
し
て
働

は
た
ら

き
、
無 ぶ

事 じ

に
故 こ

郷
き
ょ
う

に
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
と
て
も

大
変

た
い
へ
ん

な
こ
と
で
し
た
。 

※
１ 

足
柄
…
現
在
の
神
奈
川
県
と
静
岡
県
の

県
境
付
近 

※
２ 

不
破
の
関
…
現
在
の
岐
阜
県
不
破
郡
関

ケ
原
町
に
あ
っ
た
関
所 

※
３ 

筑
紫
…
現
在
の
福
岡
県
に
あ
っ
た 

※
４ 

潔
斎
…
身 み

を
浄

き
よ

め
る
こ
と 

上
の
２
首

し
ゅ

の
和
歌

わ

か

は
、『
万
葉
集

ま
ん
よ
う
し
ゅ
う

』
に
お
さ
め
ら

れ
て
い
る
防
人
の
歌

う
た

で
す
。 

『
万
葉
集
』
と
は
、
奈
良
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
、

日

本

に

現
存

げ
ん
ぞ
ん

す

る

最
古

さ

い

こ

の

和
歌
集

わ

か

し
ゅ

う

で

す

。

大
伴
家
持

お
お
と
も
の
や
か
も
ち

が
編

へ
ん

さ
ん
し
た
と
い
わ
れ
、
天
皇

て
ん
の
う

や

皇
族

こ
う
ぞ
く

、
貴
族

き

ぞ

く

、
兵
士

へ

い

し

、
農
民

の
う
み
ん

ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
身
分

み

ぶ

ん

の
人
た
ち
の
歌
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
の
が

特
徴

と
く
ち
ょ
う

で
す
。 

『
万
葉
集
』
に
は
常
陸
国
の
防
人
の
歌
が
10

首
お
さ
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
久
慈
郡

出
身

し
ゅ
っ
し
ん

の
防
人
が
詠 よ

ん
だ
歌
が
２
首
あ
り
ま
す
。 

丸
子
部
佐
壮
の
歌
は
「
久
慈
川
は
変
わ
る
こ
と

な
く
待
っ
て
い
ろ
よ
。
防
人
の
任
期

に

ん

き

が
終 お

わ
っ
た

ら
、
海

う
み

を
行
く
大
船

お
お
ぶ
ね

に
た
く
さ
ん
の
楫
を
取
り
つ

け
て
、
大

お
お

急
い
そ

ぎ
で
私

わ
た
し

は
帰
っ
て
こ
よ
う
。
」
、
倭

文
部
可
良
麿
の
歌
は
「
足
柄
※
１

の
坂
を
、
私
は
後

う
し

ろ
も
ふ
り
返

か
え

ら
ず
に
越
え
て
い
く
。
荒

あ
ら

々
あ
ら

し
く
勢

い
き
お

い
が
盛

さ
か

ん
な
男
子
も
立
ち
止
ま
り
、
行
く
の
を
は 

歌にこめられた ふるさとへの思い… 

↑
幸
久
橋
の
す
ぐ
そ
ば
に
は
、
丸
子
部
佐
壮
の
歌
が
刻
ま
れ
た
「
防
人
の
碑
」
が
建
っ
て
い
る
（
上
河
合
町
） 


