
〔東
北
古
代
史
研
究
講
座
〕

蝦

夷

の
呼
称

･表
記

を

め

ぐ

る
諸

問

題

-
第
一回

研
究
史
と
課
題
-

は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
蝦
夷
に
つ
い
て
呼
称

(訓
読

･
音
読
)
す
る
場
合
'
通
常
″

エ
ミ
シ
〟

や

〟

エ
ゾ
〟
と
い
っ
た
語
を
使
用
す
る
｡
こ
の
ほ
か
″
エ
ビ
ス

㌦エ
ミ
ス
〟
と
い
う
語
も
あ

り
'

一
般
的
に
は
エ
ミ
シ
ー

エ
ミ
ス
･
エ
ビ
ス
ー

エ
ゾ
と
い
っ
た
時
間
的
変
遷
を
た

ど
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

一
万
㌧

エ
ミ
シ

(
エ
ミ
ス
･
エ
ビ
ス
･
エ
ゾ
)
と
呼

称
さ
れ
る
も
の
が
､
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
と
'

｢
蝦
夷
｣
を
主

と
し
て
'
｢
毛
人
｣
｢
夷
｣
'
さ
ら
に
は

｢
秋
｣
｢
倖
囚
｣
等
な
ど
多
岐
に
亙
る
｡

こ
う
し
た
呼
称
や
表
記
は
､
い
つ
ど
の
時
代
で
も
同
じ
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
-
'
徐
々
に
変
遷
し
た
｡
そ
の
変
遷
は
､
東
北
地
方
に
対
す
る
古
代
国

家
の
意
識

･
政
策
の
変
化
'
ひ
い
て
は
古
代
国
家
そ
の
も
の
の
変
化
の
反
映
と
も
考

え
ら
れ
よ
う
｡
近
年
'
表
記
の
う
ち
の

｢
倖
囚
｣
と

｢夷
倖
｣
に
つ
い
て
詳
細
な
分

析
を
行

っ
た
平
川
南
氏
は
'

｢蝦
夷
と
い
う
概
念
は
'
中
国
の
華
夷
思
想
を
移
入
L
t

古
代
国
家
の
支
配
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
'
そ
の
複
雑
な
呼
柿

は
在
地
の
動
き
を
覆
い
隠
し
'
そ
の
実
態
を
解
明
す
る
上
で
'
か
え
っ
て
'
大
き
な

障
壁
と
な
っ
て
い
る
｣
と
L
t

｢
蝦
夷
の
実
態
解
明
と
と
も
に
'
蝦
夷
研
究
の

一
つ

荒

木

陽

一
郎

の
方
向
と
し
て
は
'
観
念
的
産
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
'
あ
え
て
史
書
の
中
で
の
蝦
秦

に
関
す
る
呼
称
'
例
え
ば
'
こ
れ
ま
で
に
も
多
-
の
整
理
が
試
み
ら
れ
て
い
る
倖
囚

と
夷
伴
の
呼
称
の
問
題
'
蝦
夷

･
毛
人
等
の
使
用
法
な
ど
'
数
多
-
の
研
究
課
題
を

(1
)

さ
ら
に
明
確
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
が
'
本
稿
に

お
け
る
私
の
問
題
意
識
も
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
が

一
つ
あ
る
｡
そ
れ
は
'
呼
称
と
表
記
と
を
混
同
し

て
は
な
ら
な
い
t
と
い
う
点
で
あ
る
｡

例
え
ば
'
古
代
の
家
族
を
考
え
る
際
の
手
段
と
し
て
'

｢親
族
呼
称
｣
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
方
法
が
あ
る
が
'
漢
字
表
記
と
和
訓
は
必
ず
し
も

l
対

1
の
対
応
を
示

(2
)

さ
な
い
し
'
双
方
と
も
に
独
自
の
変
遷
が
あ
り
'
独
自
の
歴
史
性
を
持

っ
て
い
る
｡

和
訓

｢
ヲ
チ
｣
と
い
う

一
つ
の
呼
称
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
､
こ
れ
に
対
応
す
る
表

記
に
は

｢
伯
父
｣
｢
叔
父
｣
｢
伯
｣
｢
男
｣
｢
伯
叔
｣
な
ど
が
あ
る
｡
こ
の
場
合
'
呼
称

ヲ
チ
は
人
類
学
的
に
は

｢直
系
型
｣
に
分
類
で
き
'
日
本
の
基
層
文
化
を
示
し
て
い

る
の
に
対
し
'
表
記
で

｢
伯
父
｣
｢
叔
父
｣
を
区
別
す
る
の
は

｢
分
枝
傍
系
型
｣
に

(3
)

分
類
で
き
'
律
令
制
の
導
入
な
ど
に
よ
っ
て
政
治
的
に
普
及
し
た
大
陸

(中
国
)
的

な
制
度
を
示
し
て
い
る
｡
逆
に
'
表
記

｢
妖
｣
を
見
る
と
'
そ
の
和
訓
は

｢
ハ
ハ
カ

47



タ
ヲ
ハ
｣
｢
ヲ
ハ
｣
｢
コ
シ
ウ
ト
メ
｣
｢
イ
モ
シ
ウ
ト
メ
｣
｢
ヨ
メ
｣
と
多
様
で
あ
る
｡

こ
こ
か
ら
は
'
時
代
と
共
に

｢
妖
｣
観
が
変
化
し
､
呼
称
も
そ
れ
に
伴

っ
て
変
化
し

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
｡

蝦
夷
に
関
し
て
も
同
様
の
分
析
視
角
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
数
少
な
い
限
ら
れ
た
史

料
'
そ
れ
も
自
ら
の
手
に
よ
る
も
の
で
な
-
'
自
分
た
ち
を
経
営
し
た
側
の
残
し
た

史
料
か
ら
'
蝦
夷
の
社
会
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
場
合
'
史
料
が
物
語
る
現
象
面

(辛

件
等
)
の
考
察
も
重
要
だ
が
'
国
家
の
中
枢
に
い
る
貴
族
た
ち
の
蝦
夷
観
の
変
遷
が

如
実
に
反
映
す
る
と
こ
ろ
の
表
記

･
呼
称
の
研
究
は
'
も
う

一
つ
の
重
要
な
柱
で
め

る
と
考
え
る
｡
後
に
も
ふ
れ
る
が
'
表
記
な
ら
び
に
呼
称
の
個
別
研
究
は
こ
れ
ま
で

数
多
-
行
わ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
'
諸
説
を
研
究
史
的
に
踏
ま
え
た
上
で
の
立
論
や

通
史
的
な
検
討
'
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
'
呼
称
と
表
記
の
相
互
関
連
の
研
究
は
'
吹

し
て
完
全
な
も
の
と
は
言
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
｡

本
稿
で
は
､
以
上
の
問
題
意
識
か
ら
'
蝦
夷
の
表
記
及
び
呼
称
に
関
す
る
基
礎
的

な
考
察
､
ま
ず
そ
の
手
初
め
と
し
て
総
括
的
な
研
究
史
の
検
討
を
行

っ
て
み
た
い
0

な
お
'
既
に
用
い
て
い
る
が
'
史
料
な
ど
に
見
ら
れ
る
表
記
は

｢｣
付
き
で
書
き
'

言
葉
の
発
音

(呼
称
)
は

〟エ-
シ
〟

の
よ
う
に
片
仮
名
書
き
で
示
す
こ
と
と
す
る
｡

(4
)

そ
れ
以
外
の
'
｢
｣
の
付
か
な
い
〟蝦
夷
〟

は

一
般
的
な
意

味

(例
え
ば
蝦
夷
論
な
ど

と
い
う
場
合
)
で
用
い
て
い
る
点
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
-
0

を
導
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
｡
な
お
'
研
究
の
大
き
な
流
れ
を
表
に
ま
と

(5
)

め
て
み
た
の
で

(表

一
)'
以
下
随
時
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
｡

一
､
蝦
夷
の
呼
称

･
表
記
に
関
す
る
研
究
史
的
検
討

こ
こ
で
は
蝦
夷
の
呼
称

･
表
記
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
諸
論
を
'
い
-
つ
か
の
視

点
の
も
と
に
研
究
史
的
に
分
析
し
'
研
究
の
現
状
､
さ
ら
に
今
後
の
研
究

へ
の
展
望

こ
の
時
期
は
'
菊
池
徹
夫
氏
が

｢
蝦
夷
論
の
系
譜
｣
の
中
で
蝦
夷
に
関
す
る
研
究

(6
)

を
五
期
区
分
し
て
い
る
う
ち
の
Ⅰ
期
か
ら
H
期
に
あ
た
る
｡

Ⅰ
期

･
H
期
全
般
を
過

し
て
言
え
る
こ
と
は
'
人
種
論

･
種
族
論
的
見
地
の
占
め
る
割
合
が
大
き
か
っ
た
時

期
t
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
｡

Ⅰ
期
の
人
頬
学
を
中
心
と
し
た

｢壊
夷
主
義
的
な
蝦
夷

ア
イ
ヌ
説
｣
の
流
れ
が
史
学
に
も
拡
が
り
t
H
期
に
は
蝦
夷
ア
イ
ヌ
説
の
全
盛
を
迎

え
る
が
'
や
が
て
皇
国
史
観
の
影
響
に
よ
り
国
家
主
義

･
民
族
至
上
主
義
的
な
蝦
秦

日
本
人
説
が
有
力
に
な
っ
た
｡
詳
し
-
は
菊
池
氏
の
考
察
に
委
ね
る
と
し
て
'
こ
こ

で
は
'
蝦
夷
の
研
究
は
必
ず
人
種
論

･
種
族
論
と
関
連
し
て
い
た
､
と
い
う
点
を
念

頭
に
お
い
て
論
を
進
め
た
い
｡

ま
ず
表
記
に
関
し
て
だ
が
'

｢
蝦
夷
｣
は
″異
種
族

(
ア
イ
ヌ
)
で
あ
る
〟
と
い
う

既
成
概
念
の
も
と
に
'
検
討
の
対
象
外
と
さ
れ
'
専
ら

｢夷
倖
｣

｢
倖
囚
｣
に
焦
点

が
あ
て
ら
れ
'
特
に

｢
倖
囚
｣
が
ア
イ
ヌ
か
否
か
が
論
争
の
中
心
で
あ

っ
た
｡
個
々

の
研
究
に
見
ら
れ
る
論
拠
の
相
違
は
'
当
時
の
史
学
の
発
展
と
も
密
接
に
関
連
し
て

い
た
｡
例
え
ば
沼
田
頼
輔
氏
の
研
究
は
'

『
大
日
本
史
』
や

『
古
事
記
俸
』
を
主
た

る
根
拠
と
し
て

｢
倖
囚
夷
種
説
｣
を
展
開
す
る
な
ど
'
江
戸
時
代
の
国
学
者
の
説
の

(7
)

踏
襲
と
い
っ
た
感
も
強
か
っ
た
｡
そ
れ
に
対
し

｢
倖
囚
非
夷
種
説
｣
を
示
し
た
萩
野

由
之
氏
の
説
は
'

『
江
次
第
抄
』
の
説
を
う
け
つ
ぎ
な
が
ら
も
'
原
史
料
に
基
づ
-

考
察
を
行

っ
て
い
る
点
や
'

｢
蝦
夷
｣
｢
倖
囚
｣
｢
新
獲
之
夷
｣
に
対
す
る
処
遇
が
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
と
い
う

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
十
月
甲
戊
条
に
着
目
し
た
り
'

48



ト
空
で
-

現在 1980年代 1970年代 1960年代 1950年代) 回 完 毒 ______竺 JIT -i-- .vT"i- 'V期 文仰 … 戦前 葡一一一川 一一一一一----Ⅰ期 濃γ15retc(入船 的見似 ) 穿翫 碧 蔓 左 官

T :I_ib-7-fJ:? -誓二 軍一-一一一筆 義 一 嚢 ` 奮
新村出 墓 郎本丞 J‡､孟 且居 AI宜 ､ー長

-歪一一一一一一一一一票 ≡至難 嚢 < 辛田 A妃差 す_ - - _- _こ- 妃

_謹 裏 芸 誓 裾 窪雲 負育 委 且A悼囚弟種一 説非夷種説享t I 霊-Tl 漂/

表

記の総合
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研
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＼

呼
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(中
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･
近
世
へ
)

呼

称と表

記の
関
連



(
8
)

｢夷
停
｣
と

｢倖
囚
｣
に
は
姓
名
に
も
別
が
あ
る
と
い
っ
た
指
摘
を
し
て
い

る

な
ど
'

そ
こ
に
は
実
証
的
史
学
研
究
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
｡

(9
)

こ
れ
ら
を
受
け
て
登
場
す
る
の
が
喜
田
貞
書
氏
で
あ
る
｡
喜
田
氏
の
注
目
す
べ
き

点
は

｢
夷
停
｣

｢
停
囚
｣
の
み
な
ら
ず

｢
蝦
夷
｣
や

｢
田
夷
｣
そ
の
他
'
ほ
と
ん
ど

の
表
記
を
検
討
の
対
象
と
し
た
こ
と
'
そ
れ
ら
表
記
に
質
的
差
異
を
認
め
'
そ
の
逮

い
を
説
明
す
る
の
に
'
時
間
的
前
後

･
場
所
的
遠
近
を
含
め
た

｢
王
化
の
度
合
い
｣

と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
こ
と
'
な
ど
で
あ
ろ
う
｡
後
で
も
触
れ
る
が
'
喜
田
氏
の

研
究
は
'
そ
の
詳
細
に
渡

っ
て
戦
後
に
そ
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
｡
特
に

｢
蝦
夷
｣
1

｢
夷
停
｣
1

｢
停
囚
｣
を
内
民
化
の
段
階
と
考
え
る
説
な
ど
は
定
説
化
し
'
現
在
に

ま
で
至
っ
て
い
る
ほ
か
'
喜
田
氏
に
学
ぶ
べ
き
視
点
は
数
多
い
｡

以
上
は
'
各
表
記
が
何
を
指
し
て
い
る
か
を
問
題
に
し
て
お
り
'

｢
表
記
の
対
餐

論
｣
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
以
外
に
表
記
の
研
究
に
は
'
各
表
記
の
成

立

･
由
来
を
考
え
る

｢
表
記
の
起
源
論
｣
の
問
題
が
あ
る
が
'
ご
-
最
近
に
至
る
ま

で
'
表
記
の
起
源
に
関
し
て
は
'
唯

一
｢
蝦
夷
｣
の
み
が
考
察
の
対
象
だ
っ
た
0

さ
て
'
最
近
議
論
が
活
発
化
し
て
い
る
こ
の
起
源
論
だ
が
'
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
請

(10
)

説
の
原
型
は
､
既
に
戦
前
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
｡
そ
れ
は
大
別
す
る
と
次
の
二
点
に

な
ろ
う
｡

*

｢
鍛
｣

(髭
が
長
い
-
多
毛
'
卑
践
な
ど
の
象
徴
)
1

｢
蝦

(秦
)｣

(‖
)

(12
)

(13
)

-
-
戦
前
は
本
居
宣
長
'
村
上
島
之
丞
'
松
浦
武
四
郎
ら
が
提
唱
｡
最
近
で
は

(14
)

(15
)

高
橋
富
雄
氏
'
佐
伯
有
清
氏
ら
が
支
持

(細
部
は
異
な
る
が
)｡

カ
イ

*
カ
イ
と
呼
ば
れ
て
い
る
集
団
の
音
訳
文
字
表
記
1

｢蝦
夷

｣

-
-
戦
前
に
は
'
熱
田
縁
起
頭
書
の

｢
加
伊
｣
'
中
国
史
書
の

｢
庫
菓
｣
｢
庫

(16
)

野
｣
を
ア
イ
ヌ
の
自
称
と
し
'
そ
の
音
訳
が

｢雲

だ
と
し
た
喜
田
貞
書
氏
･

(17
)

金
沢
庄
三
郎
氏
が
い
る
｡
少
し
時
代
は
下
る
が
'
元
代
か
ら
清
代
の
史
料

に
見
ら
れ
る
骨
蒐

(k.
u
w
ei)'
苦
F<

(k一u
w
u
)'
苦
夷

(k.u
i)'
庫

野

(k
.
u
y
e
h
)'
庫
貢

(k
.u
yeh)'
庫
菓

(k
'u
y
eh
)
は
'
ギ
リ
ヤ
ー

ク
が
ア
イ
ヌ
を
指
し
て
呼
ぶ
ku
riや
'
黒
竜
江
下
流
域
の
諸
民
族
が
ア
イ

ヌ
を
指
し
て
呼
ぶ
ku
iに
比
定
さ
れ
て
い
る
｡
戦
中
～
戦
後
に
か
け
て
は
㌧

和
田
清
氏
が
こ
こ
か
ら
潮
源
さ
せ
て
'

『
唐
会
要
』
献
輯
条
や

『
新
唐
書
』

黒
水
献
輯
伝
の

｢
莫
曳
皆
部
｣
の

｢
皆
｣
を

｢
蝦
夷
｣
の
別
訳
で
あ
る
か

(18
)

も
知
れ
な
い
と
推
測
し
て
い
る
｡
最
近
で
は
菊
池
徹
夫
氏
の
論
文

｢
蝦
秦

(19
)

(
カ
イ
)
説
再
考
｣
に
詳
し
い
は
か
'
児
島
恭
子
氏
が
こ
れ
ら
に
近
い
説

(20
)

を
採

っ
て
い
る

｡

両
説
と
も
ア
イ
ヌ
民
族
が
関
連
し
て
-
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
'
前
者
と
後

者
で
は
表
記
成
立
の
背
景
が
大
き
-
異
な
っ
て
い
る
L
t
さ
ら
に
い
ず
れ
の
場
合
も
'

中
国
で
成
立
し
た
の
か
日
本
で
成
立
し
た
の
か
t
と
い
っ
た
点
が
こ
れ
に
絡
ん
で
き

て
'
問
題
は
複
雑
化
し
て
い
る
｡

次
に
呼
称
に
関
し
て
だ
が
'
表
記
研
究
の
喜
田
氏
と
並
ん
で
'
こ
の
方
面
に
多
大

な
影
響
を
残
し
た
の
が
金
田

一
京
助
氏
で
あ
る
｡
金
田

一
氏
は
エ
-
シ
の
語
源
を
カ

(21
)

ラ
フ
ト
ア
イ
ヌ
語
雅
語
で
'
自
称
で
あ
る

㌔
n
ch
i㌔

(
エ
ソ
チ
ウ
)
に
求
め
た
｡

呼
称
に
関
し
て
は
本
居
宣
長
以
来
'
そ
れ
ま
で
村
上
島
之
丞
'
松
浦
武
四
郎
'
坪
井

(22
)

九
馬
≡

氏

ら
の
説
が
あ
っ
た
が
'
金
田

一
氏
の
説
は
'
菊
池
氏
の
分
類
で
言
う
H
期

-
す
な
わ
ち
蝦
夷
=

ア
イ
ヌ
説
全
盛
期
の
学
問
的
風
潮
に
良
-
と
け
混
み
'
支
持
を

(23
)

得
た
｡
彼
の
説
は
戦
後
'
国
語
学
者
の
大
野
晋

氏

が
受
け
継
い
だ
が
'
他
に
エ
ミ
シ

の
語
源
を
説
明
す
る
明
確
な
研
究
が
出
て
こ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
'
歴
史
学
者
の

(24
)

間
で
も
現
在
に
至
る
ま
で
多
-
支
持
さ
れ
て
い
る
｡
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㊤
戦
後
の
研
究

(
1
)
-
50
年
代
か
ら
60
年
代
に
か
け
て
-

｢
わ
れ
わ
れ
の
現
実
は
､

｢
蝦
夷
｣
の
歴
史
に
つ
い
て
､
そ
れ
じ
し
ん
伸
び
よ
う

と
す
る

｢
蝦
夷
｣
の
社
会
と
､
古
代
天
皇
制
を
核
心
と
す
る
古
代
国
家
の
東
北
地
方

へ
の
律
令
制
的
支
配
の
拡
充
､
こ
の
両
者
の
き
び
し
い
接
触
を
､
古
代
史
の
政
治
過

程
の
中
に
､

｢
蝦
夷
｣
農
民
と
律
令
農
民
の
古
代
権
力
に
対
す
る
激
し
い
抵
抗
と
闘

い
を
通
し
て
分
析
す
る
こ
と
を
切
実
に
要
請
し
て
い
る
｡
｣
と
い
う
門
脇
禎
二
氏
の

(25
)

提
言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
､

｢
蝦
夷
そ
れ
じ
し
ん
の
歴
史
｣
を
念
頭
に
お
い
た
研

究
が
発
表
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
｡
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
､
高
橋
富
雄
氏

･
大
塚

徳
郎
氏
ら
の
古
代
東
北
に
お
け
る
氏
姓
の
変
遷
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
｡

高
橋
氏
は

｢
連
境
に
お
け
る
貴
族
社
食
の
形
成
｣
で
､
内
民
化
し
た
も
し
-
は
内

民
化
過
程
に
あ
る
蝦
夷
が
､
在
地
の
土
章
層
の

一
部
と
な
っ
て
､
改
氏
姓
に
よ
っ
て

律
令
貴
族
な
い
し
は
官
僚
に
な
る
､
と
述
べ
､
そ
の
中
で
も
､
部
姓
の
差
や
内
民
化

の
度
合
､
律
令
体
制
に
接
し
た
歴
史
の
深
浅
に
よ
っ
て
､
氏
姓
が
異
な
る
点
を
指
捕

(26
)

し
た
｡
高
橋
氏
は
､
大
化
前
代
､
古
-
か
ら
中
央
と
接
し
て
い
た
蝦
夷
は
､
部
民
の

形
成
時
に
特
定
の
氏
族
の
も
と
に
集
団
的
に
組
織
さ
れ
た
と
す
る
｡
例
え
ば
毛
野
氏

の
も
と
に
結
集
さ
れ
た
品
部

｢
書
弥
侯
部
｣
や
､

｢
丈
部
｣

｢
大
伴
部
｣
が
そ
れ
で

あ
る
｡
彼
ら
は
広
-

｢
倖
囚
｣
と
称
さ
れ
る
が
､
こ
う
し
た
郡
民
相
互
に
内
民
化
の

度
合
の
差
が
現
れ
､
よ
り
内
民
化
し
た

｢
丈
部
｣
｢
大
伴
部
｣
を

｢
倖
囚
｣
､
度
合
の

低
い

｢吉
弥
侯
部
｣
を

｢夷
倖
｣
と
称
し
た
｡
や
が
て
彼
ら
は
阿
倍
､
毛
野
､
大
伴

な
ど
に
改
氏
姓
し
､
中
央
と
接
し
た
歴
史
の
浅
-
在
地
的
な
新
姓
を
与
え
ら
れ
た
蝦

夷
に
比
べ
､
優
位
だ
っ
た
と
し
て
い
る
｡

続
い
て

｢
古
代
蝦
夷
の
政
治
的
社
食
｣
で
は
､
以
上
の
点
を
継
東
し
､

｢
蝦
夷
族

(27
)

長
｣
を
次
の
六
つ
の
型
に
分
類
し
て
､
発
展
段
階

(
a
l
-
)
を
論
じ
て
い
る
｡

a
ヒ
ト
コ
ノ
カ
ミ
型

(自
然
発
生
的
な
原
始
村
落
の
長
､
抗
争
を
重
ね
る
集
団
の

分
裂
1
統

一
)

b
倖
長
型

(独
立
し
た
蝦
夷
集
団
の
指
揮
者
)

C
蝦
夷
郡
司
型
-

(表
裏

一
体
)
-
d
田
夷
姓
型

(君

･
公
姓
を
持
つ
)

e
律
令
貴
族
型

(朝
臣

･
臣

･
連

へ
改
姓
)

-
復
姓
型

(中
央
貴
族
氏
名
+
在
地

(園
)

郡
名
+
律
令
貴
姓
名
)(28

)

l
方
大
塚
徳
郎
氏
は
､
高
橋
氏
と
前
後
し
て

｢
丈
部

･
吉
爾
侯
部
に
つ
い
て
｣
な

(29
)

ど
の
論
考
を
発
表
し
た
の
ち
'

一
九
六
九
～
七
四
年
に
相
次
い
で
説
を
ま
と
め
て
い
る
｡

大
塚
氏
は
､
氏
姓

･
部
姓
の
分
布
上
か
ら
見
て
陸
奥
国
を
四
地
域
に
分
け
､
蝦
夷
脂

属
の
四
頬
型
と
を
関
連
さ
せ
て
考
察
し
た
｡
そ
の
四
頬
型
と
は
､

a
丈
部
的
服
属

(多
-
は
旧
国
造
地
帯
)

b
丸
子
部

･
大
伴
部

･
君
子
部
的
服
属

(多
-
は
旧
国
造
地
帯
)

C
倖
囚
吉
弥
侯
部
的
服
属

(b
の
君
子
部
の
後
身
で
あ
る
吉
弥
侯
部
と
は
異
な
る
)

(b
よ
り
北
方
の
地
域
)

d

(現
地
名
)
+
君

(忠
)
的
服
属

(
C

と
重
な
る
が
さ
ら
に
北
方

へ
)

(
の
ち
に
停
囚

(現
地
名
)
+
君
-
蝦
夷
爵
､

さ
ら
に
倖
囚

(現
地
名
)
+
君
-
位
階

へ
)

で
あ
る
｡
こ
の
う
ち
蝦
夷
と
関
係
し
て
-
る
の
は

C
と
d
で
､
現
地
の
有
力
な
族
長

を
郡
司
な
ど
に
し
て
､
そ
の
組
織
の
ま
ま
土
着
さ
せ
た
も
の
は
d
､

一
方
組
織
を
持

た
な
い
服
属
者
は

C
と
し
た
｡
大
塚
氏
は

C
と
d
に
対
す
る
施
策
の
相
違
と
し
て
､

平
和
的
共
存
の
時
代
に
は
､

C
は
全
国

へ
移
配

(も
し
-
は
現
地
で
把
握
)
し
､
d

は
現
地
で
組
織
の
ま
ま
把
握
し
た
の
に
対
し
､
そ
の
後
の
軍
事
的
征
服
の
時
代
に
な
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る
と
t

c
は
倖
軍
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
当
土
安
置
L
t
d
は
現
地
か
ら
離
し
組

織
を
壊
し
て
多
-
他
の
国

へ
分
置
し
帰
化
さ
せ
る
t
と
い
っ
た
政
策
転
換
が
謀
ら
れ

た
t
と
し
た
｡

以
上
の
高
橋

･
大
塚
氏
の
研
究
は
'

｢
蝦
夷
｣
や

｢
停
囚
｣

･
｢夷
倖
｣
と
い
っ

た
表
記
を
直
接
取
り
扱
う
の
で
は
な
-
'
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
冠
す
る
人
々
の
氏
姓
の

分
頬
研
究
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
点
で
注
目
で
き
よ
う
｡
ま
た
'
戦
前
の
人
種

･
氏

族
論
的
視
点
を
排
除
L
t
表
記
の
多
様
性
を
律
令
国
家
と
蝦
夷
と
の
関
係
に
求
め
た

点
で
'
後
の
研
究
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
大
塚
氏
の

C
と

d
の
よ
う
な
分
頬
は
t
の
ち
に
関
口
明

･
吉
沢
幹
夫

･
平
川
南
民
ら
が
行

っ
た
'
表

記

｢蝦
夷
｣
に
は
現
地
名
+
君
で
蝦
夷
爵
が
付
随
L
t

｢
倖
囚
｣
に
は
吉
弥
侯
部
姓

で
位
階
が
付
随
す
る
t
と
い
う
二
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
研
究
の
祖
型
と
な
っ
た
も
の

で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
大
塚
氏
は
'
表
記

｢蝦
夷
｣
は

｢
未
服
の
も
の
｣
'

｢
倖
囚
｣
は

｢
あ

る
程
度
内
民
化
し
た
も
の
｣
と
区
別
し
た
が
'
表
記

｢
夷
倖
｣
に
対
し
'
か
ね
て
か

(30
)

ら
指
摘
の
あ
っ
た
性
格
の
不
明
確

さ

に
加
え
て
'
個
人
名
に
冠
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
な
い
点
を
指
摘
し
た
｡
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
'

｢
夷
倖
｣
は
通
説
ど
お
り

｢
蝦
夷
｣
(大
塚
氏
は

｢
夷
｣
と
す
る
)
と

｢
倖
囚
｣
の
間
に
位
置
す
る
語
で
は
あ

る
が
独
立
し
た
身
分
を
指
す
用
語
で
は
な
い
t
と
独
自
の
見
解
を
示
し
'

｢
夷
伴
と

い
う
語
は
'
し
ば
し
ば
蝦
夷
+
倖
囚
'
す
な
わ
ち
両
者
を
あ
わ
せ
て
称
す
る
場
合
に

使
用
さ
れ
る
｣
と
も
述
べ
て
い
る
｡

一
九
六
〇
年
前
後
の
当
時
は
'
戦
前
の
喜
田
説
を
受
け
て
'
内
民
化
の
度
合
に
よ
っ

て

｢蝦
夷
｣
1

｢
夷
倖
｣
1

｢
倖
囚
｣
と
い
う
段
階
を
た
ど
る
t
と
い
う
表
記
に
関

す
る
説
が
ほ
ぼ
〟定
説
〟
化
し
た
時
期
で
も
あ
る

(傍
線
筆
者
)
｡
歴
史
辞
典
頬
の
解

(31
)

(32
)

(

33)

説
を
み
て
も
板
橋
源
･

高
橋
富
雄
･

新
野
直
吉

氏
ら

が
皆

こ
の
説
を
採
用
し
て
い
る
｡

し
か
し
'
そ
の

一
方
で
定
説
に
内
在
す
る
矛
盾
'
す
な
わ
ち

｢
蝦
夷
｣
や

｢
倖
囚
｣

と
比
べ
た
際
の

｢夷
倖
｣
の
特
種
性
が
'
い
ま
述
べ
た
大
塚
氏
の
ほ
か
に
も
瀧
川
政

(34
)

(35
)

(36
)

次
郎

氏

'

高

橋

･

新
野
氏

ら

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
始
め
た
｡
こ
の

｢
夷
倖
｣
に
対
す

る
問
題
意
識
の
高
揚
と
'
そ
れ
に
対
す
る
解
答
が
'
続
-
七

〇
年
代
後
半
～
八

〇
年

代
前
半
の
研
究
で
あ
る
｡

さ
て
'
以
上
長
々
と
高
橋

･
大
塚
説
を
見
て
き
た
が
'
簡
単
に
ま
と
め
て
み
よ
う
｡

こ
の
時
期
は

｢
蝦
夷
そ
れ
じ
し
ん
の
歴
史
｣
の
視
点
の
も
と
に
'
蝦
夷
内
部
を
細

か
-
分
頬
す
る
試
み
が
成
さ
れ
た
｡
そ
の
方
法
は
'
蝦
夷
特
有
の
部
姓

･
氏
姓

･
位

爵
の
分
頬

･
変
遷
な
ら
び
に
'
彼
ら
に
対
す
る
施
策
の
相
違
の
研
究
で
あ
る
｡
そ
ラ

し
た
中
で
'

｢
蝦
夷
｣
や

｢
倖
囚
｣
と
い
っ
た
表
記
は
特
定
の
氏
姓

･
位
爵
と
結
び

付
-
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
｡

一
万
㌧
表
記

｢
夷
倖
｣
が

｢
蝦
夷
｣
や

｢
倖
囚
｣

と
異
な
る
性
格
を
持
つ
点
が
指
摘
さ
れ
始
め
'

｢
夷
停
｣

へ
の
疑
問
が
高
ま
っ
た
の

も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
で
'
そ
れ
以
外
の
研
究
と
し
て
は
以
下
の
人
物
が
い
る
｡

ま
ず
'
喜
田
氏
の
研
究
を
批
判
的
に
継
承
し
た
清
水
潤
三
氏
は
'
こ
の
時
期
衰
追

(37
)

し
た
人
種
論
の
中
で
'

一
人
気
を
吐
き
'
蝦
夷
ア
イ
ヌ
説
を
本
格
的
に
展
開
す
る
｡

清
水
氏
の
特
徴
的
な
点
は
二
つ
あ
る
｡

一
つ
は

『
日
本
書
紀
』
か
ら
江
戸
時
代
に
至

る
ま
で
の
表
記
を
対
比
的
に
検
討
し
た
点
で
あ
る
｡
清
水
氏
の
対
比
は
'
古
代
か
ら

近
世
ま
で
通
し
て
三
種
の
蝦
夷
が
存
在
し
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て

お
り
'
と
て
も
継
承
は
で
き
な
い
が
'
表
記
の
系
譜
的
変
遷
を
た
ど
っ
た
点
は
'
現

在
に
至
る
ま
で
他
に
見
ら
れ
ず
'
評
価
す
べ
き
こ
と
と
思
う
｡
二
つ
め
は
'

｢
山
夷
｣

｢
田
夷
｣
を
検
討
の
対
象
と
し
て
重
要
視
し
た
点
で
あ
る
｡
そ
れ
は
清
水
氏
の
蝦
夷
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観
の
根
底
に
〃
奈
良
時
代
に
な
っ
て
も
ま
だ
狩
猟

･
採
集
を
生
業
と
し
て
､
縄
文
土

器
を
使
用
し
て
い
る
人
々
〃
と
い
う
観
念
が
あ

っ
た
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
よ
う
0

清
水
氏
は
､

｢夷
｣
が
官
軍
と
交
渉
を
持
つ
と

｢
山
夷
｣
に
な
り
､

｢
山
夷
｣
が
内

民
化
し
､
本
来
の
生
業
を
変
え
て
農
耕
に
従
事
す
る
と

｢
田
夷
｣
に
な
る
､
と
考
え

た
｡
縄
文
土
器
の
使
用
云
々
は
問
題
外
と
し
て
､
農
耕
の
有
無
と
内
民
化
の
度
合
は
､

(38
)

そ
の
後
の
研
究
者
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
｡

こ
の
ほ
か
､
大
野
晋
氏
が
金
田

1
氏
の
エ
ミ
シ
-

エ
ソ
チ
ウ
説
を
継
東
し
た
の
も

(39
)

こ
の
時
期
で
あ
る
し
､
い
わ
ゆ
る
〟蝦
夷
爵
〟
に
つ
い
て
正
面
か
ら
扱

っ
た
研
究
が
板

(40
)

(41
)

橋
源
氏

･
野
村
忠
夫
民
ら
に
よ
っ
て
初
め
て
報
告
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
｡

さ
ら
に
､

一
九
六
三
年
に
は
高
橋
富
雄
氏
が

『
蝦
夷
』
を
発
表
し
'
そ
の
時
点
ま
で

(42
)

の
表
記
な
ら
び
に
呼
称
研
究
の
研
究
史
的
整
理
を
し
て
い
る
｡

受
け
た
と
考
え
ら
れ
着
目
を
浴
び
る
｡
つ
ま
り
こ
こ
に
お
い
て
､

｢蝦
夷
じ
し
ん
の

歴
史
｣
の
視
点
と
は
全
-
対
極
の

｢
国
家
形
成
史
｣
的
視
点
か
ら
､
蝦
夷
の
表
記

･

呼
称
が
見
直
さ
れ
､

｢
東
夷
の
小
帝
国
｣
構
造
に
お
け
る

｢夷
秋
｣
支
配
研
究
の

一

貫
と
し
て
'
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

石
母
田
氏
の
視
点
を
受
け
た
蝦
夷
研
究
は
､
八
〇
年
代
に
入
っ
て
し
は
ら
-
す
る

と
次
々
に
発
表
さ
れ
る
｡
以
下
主
な
研
究
を
列
挙
す
る
な
ら
ば
､
次
の
通
り
で
あ
る
｡

一
九
八
四
年
-
‥
･吉
村
武
彦
氏

石
上
英

一
氏

八
五
年
-
-
平
野
卓
治
氏

八
六
年
‥
…
･宮
原
武
夫
氏

(44
)

｢
古
代
の
社
会
構
成
と
奴
隷
制
｣

(45
)

｢古
代
国
家
と
対
外
関
係
｣

(46
)

｢
律
令
位
階
制
と

｢
講
書
｣
｣

(47
)

｢律
令
国
家
と
辺
要
｣

①
戦
後
の
研
究

(2
)
-
70
年
代
か
ら
80
年
代
-

一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
､
石
母
田
正
氏
に
よ
っ
て
､
古
代
世
界
に
お
け
る

｢帝

国
主
義
｣
概
念
の
導
入
の
提
唱
と
､
国
家
史
に
お
け
る
国
際
的
契
境
の
重
要
性
の
撹

(43
)

示
が
な
さ
れ
た
｡
石
母
田
氏
は
､
日
本
の
律
令
制
国
家
が
､
化
外

[隣
国

(磨
)､

蕃
国

〓
高
句
麗

･
新
羅

･
潮
海
)､
夷
秋

(
国
家
を
形
成
し
な
い
集
団

･
隼
人
や
蝦

夷
な
ど
)]
､
と
化
内
と
い
っ
た
帝
国
的
な
領
域
構
造
を
持

っ
て
い
た
､
と
述
べ
た
｡

そ
れ
に
と
も
な
い
､
化
外
の
地
で
も
特
に
化
内
の
周
縁
､
あ
る
い
は
化
外
か
ら
化
内

へ
の
移
行
地
帯
に
居
住
す
る

｢
夷
秋
｣
内
部
の
差
異
性

･
身
分
的
多
様
性
が
､
重
要

な
研
究
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が

っ
た
｡
特
に
､
同
じ

｢夷
秋
｣
の
中
で
も
､
隼
人

と
異
な
り
蝦
夷
は
､
そ
の
内
部
に

｢
蝦
夷
｣
｢
停
囚
｣
｢
山
夷
｣
｢
田
夷
｣
な
ど
､
さ

ま
ざ
ま
な
表
記

･
呼
称
の
人
間
集
団
を
析
出
し
て
い
-
点
で
､
よ
り
複
雑
な
支
配
を

(48
)

伊
藤
循
氏

｢
律
令
制
と
蝦
夷
支
配
｣

(49
)

八
七
年
-
-
石
上
英

一
氏

｢
古
代
東
ア
ジ
ア
地
域
と
日
本
｣

(50
)

平
野
卓
治
氏

｢
日
本
古
代
に
お
け
る
位
階
と

｢
蝦
夷
｣
｣

(51
)

ま
た
､
今
泉
隆
雄
氏

｢蝦
夷
の
朝
貢
と
饗
給
｣
も
､
問
題
意
識
の
出
発
点
は
石
母

田
氏
の
研
究
に
あ
る
｡

た
だ
､
こ
れ
ら
の
研
究
も
現
時
点
で
は
､
蝦
夷
に
関
す
る
表
記

･
呼
称
の
研
究
史

を
十
分
踏
ま
え
て
立
論
し
て
い
る
と
は
い
い
難
-
､
と
り
あ
え
ず
定
説
に
拠

っ
て
い

る
も
の
や
､
吉
村
氏
の
よ
う
に
〟農
耕
〟
を
重
要
視
し
て

｢
田
夷
｣
を
特
別
視
す
る
な

ど
の
傾
向
も
見
ら
れ
る
｡
逆
に
､
蝦
夷
に
関
す
る
表
記

･
呼
称
そ
の
も
の
を
研
究
し

た
論
文
に
､
石
母
田
氏
以
来
の

｢
国
家
形
成
史
｣
的
視
点
が
欠
如
し
て
い
た
の
も
事

実
で
あ
る
｡
今
後
は
'
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
､
よ
り
多
面
的
な
研
究
の
必
要
が
あ
ろ

う

○さ
て
'
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
初
頭
に
な
る
と
､
高
橋

･
大
塚
氏
に
よ
る
梶
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夷
特
有
の
部
姓

･
氏
姓

･
位
爵
の
分
類

･
変
遷
の
研
究
を
継
東
し
っ
つ
､
再
び

｢
蝦

(52
)

(53
)

夷
｣
｢
停
囚
｣
な
ど
の
表
記
研
究
が
活
発
化
す
る
｡
関
口
明
氏

･
吉
沢
幹
夫
氏

･
新

(54
)

野
直
吉
氏
が
相
次
い
で
発
表
し
た
説
は
'
六
〇
年
代
に
沸
き
上
が
っ
た

｢夷
倖
｣
秦

記
の
特
種
性

へ
の
三
者
三
様
の
解
答
で
も
あ
っ
た
｡
こ
の
三
説
の
検
討
は
平
川
南
氏

(55
)

の
論
文
に
も
詳
し
い
の
で
'
こ
こ
で
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
-
が
'
結
論
だ
け
述
べ

て
お
き
た
い
｡
関
口
･
吉
沢
氏
共
に
､
大
塚
氏
同
様
に

｢
蝦
夷

(夷
)｣
型

(
｢
地

名
+
君
｣
姓
お
よ
び
蝦
夷
爵
を
持
ち
､
当
土
安
置
さ
れ
る
)
と

｢
停
囚
｣
型

(
｢吉

弥
侯
部
｣
姓
お
よ
び
位
階
を
持
ち
､
地
方
移
配
さ
れ
る
)
に
分
け
'
そ
れ
ぞ
れ
が
異

な
っ
た
公
民
化
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
t
と
し
た
点
で
は
共
通
し
て
い
る
｡
そ
の
プ
ロ

セ
ス
も
'
関
口
説
は
よ
り
詳
し
い
吉
沢
説
に
包
括
さ
れ
､
大
差
は
な
い
｡
相
違
点
と

し
て
は
'
両
型

へ
分
類
す
る
基
準
と
し
て
'
関
口
氏
が
服
属
年
代
と
居
住
地
を
あ
げ
'

吉
沢
氏
は
服
属
時
の
形
態
を
あ
げ
て
い
る
点
'
な
ら
び
に

｢
夷
倖
｣
を
'
関
口
氏
は

｢
蝦
夷
｣
｢
倖
囚
｣
と
同
様
ひ
と
つ
の
身
分
と
見
る
に
対
し
'
吉
沢
氏
は

｢
夷
｣
と

｢
停
｣
の
総
称
と
し
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
両
型

へ
の
分
類
基
準
は
'
両
氏
と

も

一
面
の
妥
当
性
と

一
面
の
論
拠
不
足
が
あ
り
'

｢
な
ぜ
両
型
に
分
類
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
か
｣
と
い
う
点
を
含
め
て
'
細
か
い
点
で
検
討
す
べ
き
箇
所
が
残
さ
れ
た
｡

た
だ

｢
夷
停
｣
の
解
釈
に
関
し
て
は
'
ひ
と
つ
の
身
分
と
見
る
通
説
の
呪
縛
か
ら
解

き
放
た
れ
た
吉
沢
氏
の
解
釈
が
す
ぐ
れ
て
い
た
｡
吉
沢
説
と
比
較
す
る
と
'
後
に
発

表
さ
れ
た
新
野
氏
の

｢
倖
囚
｣
と

｢
夷
倖
｣
を
同
義
と
考
え
る
説
は
'

｢夷
停
｣
に

関
す
る
問
題
点
の

一
部
に
つ
い
て
の
み
解
答
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡

(56
)

こ
の
ほ
か
'
身
分
制
の
観
点
か
ら
表
記
に
言
及
し
た
岩
口
和
正

氏

'

民
衆
教
化
の

(57
)

観
点
か
ら
表
記
に
言
及
し
た
小
林
茂
文

氏

ら
の
研
究
が
あ
る
｡
前
著
は
'
石
母
田
氏

の

｢
王
民
共
同
体
｣
の
理
解
を
批
判
し
'

｢
停
囚
｣
に

｢
王
化
を
慕

っ
て
帰
降
し
た

化
外
人
｣
と

｢常
に
王
権
に
敵
対
す
る
夷
秋
の
倖
虜
｣
の
二
重
の
性
格
を
付
与
し
た

点
で
注
目
さ
れ
る
｡
後
者
は
'

｢夷
倖
｣
を
ひ
と
つ
の
身
分
と
考
え
て
い
る
点
な
ど

問
題
が
あ
る
｡
ま
た
七
九
年
に
は
､
表
記

｢
山
夷
｣
｢
田
夷
｣
を
中
心
に
取
り
扱

っ

た
点
で
は
初
め
て
と
言
え
る
論
考
､
新
野
直
吉
氏
の

｢
山
夷
と
田
夷
｣
が
発
表
さ
れ

(58
)

て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
'
戦
後
八
〇
年
代
に
至
る
ま
で
の
表
記
の
研
究
は
'
こ
れ
ま
で
述
べ
た

よ
う
に
'
氏
姓
制

･
郡
民
制
な
ら
び
に
国
家
形
成
史
的
研
究
な
ど
の
関
連
分
野
と
揺

触

･
融
合
L
t
広
が
り
を
見
せ
た
が
t

l
つ
の
盲
点
も
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
'

7
九
八

四
年
に
児
島
恭
子
氏
が
指
摘
し
た
次
の

一
文
に
集
約
さ
れ
よ
う
｡

｢
…
蝦
夷
論
に
お

い
て
エ
-
シ
が

｢
蝦
夷
｣
と
書
き
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
意
味
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
基
本
で
あ
る
と
さ
れ
'
ま
た
蝦
夷
観
念
の
歴
史
的
変
遷
を
念
頭
に
お
い
て
嶺

じ
る
こ
と
が
基
本
的
な
態
度
だ
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
従
来
の
蝦
夷
読

で
は

｢
蝦
夷
｣
と
い
う
表
記
が
現
れ
た
理
由
に
つ
い
て
さ
え
十
分
に
納
得
で
き
る
説

(59
)

明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る

｡
｣

つ
ま
り
'
表
記
の
起
源
研
究
が
'
戦
前
か
ら
ほ
と
ん
ど
停
滞
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

戦
後
は
わ
ず
か
'

一
九
六
三
年
の

『
蝦
夷
』

･
七
四
年
の

『
古
代
蝦
夷
』
の
中
で
高

橋
富
雄
氏
が
'
表
記

｢
毛
人
｣
｢
蝦
夷
｣
と
呼
称

エ
ミ
シ
･
エ
ゾ
の
起
源
を
論
じ
て

い
る
の
と
'

一
九
八
二
年
に
工
藤
雅
樹
氏
が
呼
称

エ
-
シ
の
語
源

(起
源
)
に
つ
い

(60
)

て
'
戦
前
の
研
究
を
整
理
し
'
自
ら
も
意
見
を
述
べ
て
い
る
程
度
で
あ
る
｡
児
島
氏

は

｢
蝦
夷
論
序
章
｣
と
題
L
t
研
究
史
を
ふ
ま
え
つ
つ
'
表
記

｢
毛
人
｣
｢
蝦
夷
｣

と
呼
称

エ
-
シ
･
エ
ゾ
の
起
源
な
ら
び
に
意
味
を
細
か
-
論
じ
た
｡
ま
た
児
島
氏
の

研
究
は
､
そ
の
後
の

｢
北
方
言
語

･
文
化
研
究
会
｣

一
九
八
六
年
五
月
例
会
報
告

(61
)

｢
エ
ゾ
の
語
源
に
つ
い
て
｣
で
'
さ
ら
に
具
体
性
を
増
し
て
い

る

｡
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ま
た
こ
れ
と
前
後
し
て
､
八
五
年
､
佐
伯
有
清
氏
は

｢蝦
夷
｣
な
ら
び
に

｢
毛
人
｣

(62
)

表
記
の
起
源
を
論
じ
､
通
説
化
し
て
い
た
高
橋
説
を
批
判
し
た
｡
そ
の
中
で
佐
伯
氏

は

『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
る
表
記

｢蝦
螺
｣
(傍
線
筆
者
)
に
着
目
す
る
｡
｢蝦
椀
｣

は
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
か
､
も
し
-
は

｢蝦
夷
｣
と
同
義
と
し
て
疑
わ
れ

な
か
っ
た
が
､
佐
伯
氏
は
こ
の

｢
蝦
板
｣
が
載

っ
て
い
る
記
事
を
坂
本
太
郎
氏
の
史

(63
)

料
批
判
研
究
に
基
づ
い
て
検
討
し
､

｢
蝦
夷
｣
表
記
と
異
な
る
意
味

･
異
な
る
成
立

で
あ
る
こ
と
を
発
表
し
た
｡

以
上
の
児
島

･
佐
伯
説
な
ど
の
新
視
点
を
は
じ
め
､
八
〇
年
代
に
入
っ
て
表
記

･

呼
称
の
起
源
を
論
じ
る
こ
と
が
再
び
活
発
化
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

二
､
研
究
の
現
状
と
課
題

①
最
近
の
古
代
東
北
史
研
究

一
九
八
六
年
は
､
八
〇
年
代
に
入
っ
て
急
激
に
増
加
し
た
古
代
東
北
史
研
究
の
中

で
､

一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
｡

(64
)

ま
ず
出
版
面
で
は
､
高
橋
崇
著

『
蝦
夷

(
え
み
し
)
--
古
代
東
北
人
の
歴
史
』
な

(65
)

ら
び
に
新
野
直
吉
著

『
古
代
東
北
史
の
基
本
的
研
究
』
が
､
五
月

･
七
月
と
相
次
い

で
上
梓
さ
れ
た
｡
前
書
は
高
橋
富
雄
著

『
蝦
夷
』

『
古
代
蝦
夷
』
､
虎
尾
俊
哉

『
律

令
国
家
と
蝦
夷
』
以
来
の
古
代
東
北
通
史
で
あ
り
､
後
書
は
新
野
氏
自
身
が

｢
古
代

東
北
史
の
研
究
に
お
い
て
､
ど
の
よ
う
な
切
り
込
み
を
す
る
に
し
て
も
､
是
非

一
皮

は
目
を
通
し
､
本
書
を
踏
ま
え
て
前
進
し
て
頂
き
た
い
｣
と
自
負
し
て
い
る
と
こ
ろ

の

｢綜
合
史
｣
書
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
数
多
-
の
論
考
を
発
表
し
て
き
た
両
者
の
､

現
時
点
で
の
集
大
成
と
も
言
え
よ
う
｡
続
い
て
十
月
に
は
､
総
論
を
除
い
て
二
十
本

(66
)

の
論
文
を
収
め
た
高
橋
富
雄
編

『
東
北
古
代
史
の
研
究
』
が
出
版
さ
れ
た
｡
執
筆
悼

は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
に
関
連
し
た
研
究
を
ほ
か
に
も
発
表
し
て
お
り
､
こ
の
論
文

集
が
そ
れ
だ
け
で
は
完
結
し
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
雑
読

『
古
代
文
化
』
が
二
月
号
で

｢
古
代
蝦
夷
小
特
輯
｣
を
､
ま
た

『
歴
史
評
論
』
が
六

月
号
で

｢
特
集

･
北
方
史
の
展
開
と
日
本
社
会
｣
を
特
集
と
し
て
組
ん
だ
点
も
近
年

に
は
無
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡

(67
)

次
に
学
際
面
で
は
､
七
月
に
開
か
れ
た

｢函
館
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
｣
が
注
目
で
き
よ
う
｡

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は

｢
前
近
代
に
お
け
る
地
域

･
民
族

･
国
家
を
考
え
る
-
北
か

ら
見
た
日
本
史
像
の
再
構
成
を
め
ざ
し
て
｣
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
行
わ
れ
､
そ

(68
)

の
成
果
は
翌
年
の
歴
史
学
研
究
会
大
会
に
も
反
映
さ
れ
た
ほ
か
､
二
年
後
の

｢
弘
前

シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
｣
､
羽
下
徳
彦
氏
を
研
究
代
表
と
す
る
東
北
大
学
文
学
部
の
昭
和
六

一
･
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金

(総
合
研
究
A
)
研
究

『
北
日
本
中
世
史

(69
)

の
総
合
的
研
究
』
な
ど

へ
の
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
動
き
の
中
､
次
の
②
で
述
べ
る
よ
う
に
､
蝦
夷
の
呼
称

･
表
記
に
関
す

る
研
究
に
も
新
た
な
視
点
が
い
-
つ
か
導
入
さ
れ
始
め
た
｡

全
体
的
に
見
て
､
北
に
限
ら
ず
､
地
方
か
ら
あ
ら
た
め
て
国
家
や
中
央
を
照
射
す

る
動
き
は
高
ま
っ
て
お
り
'
重
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
と
も
す
る
と
也

方
至
上
主
義
や

｢
縄
文
的
と
弥
生
的
｣
､

｢
西
と
東
｣
と
い
っ
た
単
純
二
元
論
に
陥

(70
)

る
危
険
性
を
学
ん
で
い
る
点
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う

｡
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⑦
蝦
夷
の
表
記

･
呼
称
に
関
す
る
新
視
点

こ
こ
で
は
､
最
近
三
年
間
に
発
表
さ
れ
た
論
考
の
中
か
ら
､
注
目
す
べ
き
も
の
を

幾
つ
か
取
り
上
げ
た
い
｡



ま
ず
熊
田
亮
介
氏

｢蝦
夷
と
蝦
秋
｣
は
'
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
検
討
の
対
象
に
な

ら
な
か
っ
た
表
記

｢蝦
秋
｣
を
詳
細
に
考
察
し
た
点
と
'
喜
田
貞
舌
氏
以
来
定
説
と

し
て
疑
わ
れ
な
か
っ
た

｢
太
平
洋
側
の
者
が
夷
'
日
本
海
側
の
者
が
秋
｣
と
い
う
点

(71
)

に
メ
ス
を
入
れ
た
点
で
大
い
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ

る

｡
す
な
わ
ち
'
｢
『
日
本

書
紀
』
に
お
い
て
は
'
北
方
の
領
域
に
お
け
る
蝦
夷
と
〟
ア
シ
ハ
セ
〟=
粛
慎
と
を
峻

別
し
た
が
'

『
続
日
本
紀
』
以
降
'
こ
の
両
者
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
蝦
秋
の
用

語
が
登
場
し
た
と
み
る
の
が
'
最
も
穏
当
な
解
釈
｣
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'

｢
蝦

秋
｣
観
念
の
中
に

｢蝦
夷
と
は
区
別
さ
れ
る
〟異
類
〟及
び
そ
の
後
喬
集
団
｣
の
存
在

を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
こ
れ
ま
で
日
本
の
古
代
史
の
中
で
の

位
置
付
け
が
唆
味
だ

っ
た

｢粛
慎
｣
｢秩
輯
｣
に
関
す
る
研
究
'
具
体
的
に
は
津
田

左
右
吉
氏
以
来
'
白
鳥
庫
舌
'
藤
津
義
美
'
池
内
宏
'
田
名
網
宏
'
児
玉
作
左
衛
門
'

新
野
直
吉
'
杉
山
荘
平
'
平
川
南
'
石
附
喜
三
男
'
菊
池
俊
彦
'
相
田
洋
'
菊
池
徹

夫
'
森
浩

一
'
関
口
明
ら
諸
氏
お
よ
び
北
方

･
言
語
文
化
研
究
会
等
の
文
献
学
的

･

物
質
文
化
的
研
究
を
'
改
め
て
'
蝦
夷
研
究
=
古
代
東
北
史
研
究
の
範
噂
に
組
み
入

(72
)

れ
る
意
味
を
持

っ
て
い
よ
う
｡
と
同
時
に
'
近
年
活
発
な
り
つ
つ
あ
る
阿
倍
比
羅
夫

(73
)

(74
)

(75
)

北
征
記
事

･
渡
島
津
軽
津
司

･
日
潮
交
渉
問
題
な
ど
の
検
討
と
あ
い
ま

っ
て
'
北
方

面

へ
の

｢対
外
関
係
史
｣
を
も
開
拓
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
｡

二
番
目
に
平
川
南
氏

｢
倖
囚
と
夷
倖
｣
は
'
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
前
半
に

か
け
て
諸
氏
か
ら
発
せ
ら
れ
た

｢夷
停
｣
や

｢停
囚
｣
に
関
す
る
問
題
提
起
と
諸
説

を
総
括
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
研
究
史
的
に
優
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
'
前
述
の
関
口
･

吉
沢

･
新
野
説
を
止
揚
L
t
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
矛
盾
な
-
'
多
岐
に
渡

っ
て
考
察

(76
)

し
た
論
考
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
｡
加
え
て
新
し
い
視
点
も
多
い
｡
例
え
ば

｢停
囚
｣

(77
)

の
解
釈
に
'
小
倉
芳
彦
氏
に
よ
る

『
左
伝
』
の
華
夷
観
念
の
研

究

を

参
考
に
'
中
国

古
代
社
会
に
お
け
る

｢
倖
｣
の
概
念
を
援
用
し
て
い
る
｡

｢
倖
囚
｣
の
研
究
は
こ
れ

ま
で
'

｢
倖
囚
｣
と
言
わ
れ
る
人
々
の
身
分
'
彼
ら
の
社
会
に
お
け
る
特
種
性
'
徳

ら
に
対
す
る
政
府
の
施
策
な
ど
が
主
な
研
究
内
容
で
あ
っ
た
が
'

｢蝦
夷
｣
表
記
な

ど
と
違

っ
て
'
華
夷
観
念
に
関
連
づ
け
て
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ

て

｢
倖
囚
｣
表
記
の
起
源

･
由
来
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
も
な
-
'
中
国
文
献
か
ら
の

ア
プ

ロ
ー
チ
も
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
か
っ
た
｡
こ
の
ほ
か
平
川
氏
は
'
木
簡
史
料

や
隼
人
と
の
比
較
に
も
言
及
し
て
い
る
｡

こ
の
平
川
氏
の
研
究
を
受
け
る
形
で
'
平
川
氏
の
提
起
し
た
検
討
課
題
を
追
及
し

(78
)

た
の
が
古
垣
玲
氏
の

｢蝦
夷

･
倖
囚
と
夷
停
｣
で
あ
る
｡

｢蝦
夷
｣
｢倖
囚
｣
｢夷
倖
｣

の
使
用
例
と
時
代
に
伴
う
変
化
を
簡
潔
に
ま
と
め
'
そ
の
変
化
を
律
令
国
家
の
蝦
夷

支
配
の
変
遷
'
ひ
い
て
は
蝦
夷
観
の
変
遷
の
中
か
ら
考
察
し
て
い
る
｡

三
番
目
に
'

｢夷
｣
表
記
に
は
エ
ミ
シ
と
ヒ
ナ
の
二
つ
の
意
味
が
あ
り
'
両
者
を

(79
)

区
別
す
る
べ
き
t
と
し
た
平
野
邦
雄
氏

｢古
代
ヤ
マ
ト
の
世
界
観
｣
が
あ
げ
ら
れ

る

｡

こ
れ
ま
で

｢夷
｣
表
記
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
｡
そ
の

意
味
で
ま
ず
重
要
で
あ
る
｡
加
え
て
'
別
稿
で
詳
し
-
ふ
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
'

延
暦

･
弘
仁
年
間
を
境
に

｢蝦
夷
｣
表
記
が
史
料
か
ら
姿
を
消
し
'
他
方
で

｢夷
｣

の
使
用
例
が
増
加
す
る
こ
と
や
'
近
年
中
世
史
で
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

(80
)

｢境
界
認
識
｣
の
問
題
な
ど
と
関
わ
っ

て

'
さ
ら
に
重
要
と
思
わ
れ
る
｡

四
番
目
に
中
村
光

一
氏
が

『
類
果
国
史
』
に
限
定
し
て
'
そ
の
史
料
編
纂
の
目
的

･

(81
)

経
緯

･
内
容
の
特
徴
を
研
究
し
て
い
る
｡
史
料
批
判
的
研
究
と
と
も
に
'
今
後
は
～

各
史
料
の
編
纂
の
目
的

･
経
緯

･
内
容
の
特
徴

･
編
纂
に
携
わ
っ
た
人
の
検
討
か
ら

も
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡

(82
)

五
番
目
に
'
菊
池
徹
夫
氏
の

｢蝦
夷

(
カ
イ
)
説
再
考
｣
は
'
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
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深
い
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
蝦
夷
の
呼
称
-
特
に
表
記

｢蝦
夷
｣
と
呼
称
カ

イ
と
の
関
係
や
'
呼
称

エ
ミ
シ
と
ア
イ
ヌ
語

エ
ソ
チ
ゥ
と
の
関
連
を
深
-
切
り
込
ん

だ
論
考
と
し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
中
で
菊
池
氏
は
神
武
紀
歌
謡
の

｢愛
讃
詩
｣
が
エ
ミ
シ
な
い
し
は
エ
ミ
ス
の
表
音
を
推
定
し
得
る

｢
最
古
か
つ
'
意

外
に
も
唯

一
の
例
｣
と
指
摘
し
'
記
紀
に
八
〇
ヶ
所
以
上
見
え
る

｢蝦
夷
｣
や

｢蝦

煩
｣
の
表
記
を
何
と
訓
ん
だ
か
'
当
初
か
ら
エ
ミ
シ
な
ど
と
訓
注
す
る
例
は

一
ヶ
所

も
な
い
t
と
述
べ
て
い
る
｡
古
い
時
期
の

｢蝦
夷
｣
を
エ
-
シ
と
呼
称
す
る
こ
と
が
'

半
ば
当
た
り
前
の
よ
う
に
定
説
化
し
て
い
る
昨
今
'
菊
池
氏
は
ま
さ
に
我
々
の
盲
伝

の
恐
ろ
し
さ
を
指
摘
し
'
そ
れ
を
打
破
し
て
く
れ
た
｡
ま
た
'
エ
-
シ
ー

エ
ゾ
と
い
っ

た
呼
称
の
変
化
の
背
景
に
'
和
人
+
ア
イ
ヌ
ー
ア
イ
ヌ
と
い
っ
た
変
化
を
考
え
る
説

に
対
し
て
も
疑
問
を
寄
せ
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
近
世

･
近
代
の
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
呼

称
と
し
て
の
カ
イ

･
ク
イ
の
例
を
検
討
し
'
表
記

｢蝦
夷
｣
が
呼
称
カ
イ
に
由
来
す

る
こ
と
を
仮
説
と
し
て
結
論
づ
け
て
い
る
｡
こ
れ
ま
で
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
呼

称
カ
イ
に
つ
い
て
'
も
う

一
度
深
-
検
討
し
て
み
る
必
要
性
を
訴
え
る
論
考
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
菊
池
氏
の
提
起
し
た
よ
う
な
問
題
-
呼
称
や
表
記
の
起
源
を
突
き
詰
め

て
い
-
上
で
'
ど
う
し
て
も
言
語
学
と
の
接
触
が
必
要
に
な
っ
て
-
る
｡
そ
こ
で
気

を
つ
け
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
の
は
'
ア
イ
ヌ
語
学
の
中
川
裕
氏
が
ア
イ
ヌ
語
と
日
本

語
を
例
に
'
言
語
間
の

｢
相
似
｣
｢系
統
｣
｢
借
用
｣
と
い
っ
た
問
題
の
難
し
さ
を
説

(83
)

い
て
い
る
よ
う
な
視
点
が
'
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
者
に
欠
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡

エ
ミ
シ
と
エ
ソ
チ
ゥ
'
カ
イ
と

｢蝦
夷
｣
と
の
問
題
も
'
そ
の

｢
相
似
｣
が
ど
ち
ら

か

一
方
か
ら
他
方

へ
の

｢
系
統
｣
｢
借
用
｣
だ
と
結
論
を
下
す
に
は
'
現
時
点
で
は

あ
ま
り
に
も
資
料
不
足
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
言
語
学
と
の
慎
重
な
接
触
の
中
で
'

さ
ら
に
推
敵
を
重
ね
て
い
-
べ
き
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

六
番
目
に
'
こ
れ
ま
で
蝦
夷
論
の
基
礎
を
作
り
'
数
々
の
定
説
を
生
ん
で
き
た
高

橋
富
雄
氏
が
'
か
ね
て
か
ら
自
己
課
題
と
し
て
い
た
東
国
問
題
に
取
り
組
ん
だ
結
果
'

｢
-
エ
ゾ
問
題
の
ナ
ゾ
を
解
-
カ
ギ
を
い
-
つ
も
さ
ぐ
り
あ
て
る
こ
と
が
で
き
た
よ

う
に
お
ぼ
え
-
｣
｢
-
東
国
論
'
毛
野
論
'

エ
ゾ
論
'
み
ち
の
-
論
そ
ろ

っ
て
ふ
り

出
し
か
ら
再
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
｣
と
'

(84
)

持
論
の
転
換
を
は
か
っ
た
こ
と
で
あ

る

｡

小
口
雅
史
氏
は
こ
の
高
橋
氏
の
新
論
の
要

(85
)

点
を
簡
潔
に
次
の
2
点
に
ま
と
め
て
い

る

｡

-
①

｢
毛
人
｣
と

｢蝦
夷
｣
と
は
別
な

も
の
で
'

｢
毛
人
｣
と
は
毛
野
国
人

(狭
-
は
毛
野
国
'
広
-
は
東
国
な
か
ん
ず
-

東
山
道
東
国
を
さ
す
)'

｢
蝦
夷
｣
と
は
日
高
見
国

(常
陸
'
道
奥
中
心
)
人
で
あ

る
｡
②
訓
み
方
も
'

｢
毛
人
｣
は
エ
ミ
シ
'

｢蝦
夷
｣
は
エ
ビ
ス
で
'

｢蝦
夷
｣
は

工
,,,
シ
を
エ
ビ
ス
と
訓
ま
せ
る
た
め
の
造
語
で
'
は
じ
め
か
ら
駐
称
で
あ
る
｡
-
高

橋
氏
の
試
論
に
は
仮
説
的
な
部
分
も
多
-
'
従
い
が
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
'
蝦
夷

の
呼
称

･
表
記
の
起
源

･
対
象
に
関
す
る
新
し
い
見
解
と
し
て
'
と
り
わ
け
東
国
問

題
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
の
必
要
性
を
説
い
た
点
で
'
評
価
す
べ
き
も
の
と
思
う
｡

い
ず
れ
稿
を
改
め
て
検
討
し
'
そ
の
折
に
私
見
も
述
べ
て
み
た
い
｡
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④
今
後

へ
の
課
題

以
上
'
雑
駁
な
論
を
進
め
て
き
た
が
'
最
後
に
今
後
研
究
し
て
い
-
上
で
の
視
点

と
課
題
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
｡
細
分
す
る
と
'
次
の
1
-
m
の
よ
う
な
問
題
が
考

え
ら
れ
る
｡

I
t
表
記
の
研
究

(
1
)

｢蝦
夷
｣

｢夷
停
｣

｢
倖
囚
｣
な
ど
'
こ
れ
ま
で
に
も
検
討
さ
れ
て
き



た
表
記
の
研
究

-

｢
倖
囚
｣
と

｢夷
倖
｣
に
関
し
て
は
'
前
述
し
た
よ
う
に
､
最
近
平
川

南
氏
の
綿
密
な
研
究
が
報
告
さ
れ
て
い
る
L
t

｢
蝦
夷
｣
に
つ
い
て
も

児
島
恭
子
氏

･
佐
伯
有
清
氏
の
研
究
に
よ
り
'
具
体
性
を
増
し
て
い
る
｡

そ
の
点
は
小
口
雅
史
氏
の
研
究
史
整
理
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り

(86
)

で
あ
る
｡
し
か
し
､
後
述
す
る
A
～
E
の
視
点
を
す
べ
て
兼
ね
備
え
た

研
究
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
｡

(
2
)

｢
蝦
秋
｣

｢
夷
｣
や
そ
の
他
'
こ
れ
ま
で
検
討
の
対
象
に
な
り
に
-
か

っ
た
表
記
の
研
究

-
前
述
し
た
熊
田
亮
介
氏

･
平
野
邦
雄
民
ら
の
研
究
が
こ
れ
に
あ
た
る
｡

さ
ら
に
'

｢東
夷
｣

｢秋
徒
｣

｢
夷
秋
｣

｢秋
倖
｣

｢蝦
賊
｣

｢夷
虜
｣

｢蝦
虜
｣

｢
山
夷
｣

｢
田
夷
｣

｢
蛮
菊
｣

｢醜
頬
｣

｢
凶
頬
｣

｢胡
虜
｣

(87
)

｢
倖
虜
｣
な
ど
に
つ
い
て
も
'
史
料

へ
の
出
現

･
変
遷

･
消
失
を
今
後

見
て
い
-
必
要
が
あ
る
｡

こ
れ
ら

(
-
)
(
2
)
の
点
に
つ
い
て
､
次
の
A
～
E
の
見
方
が
必
要
と
思
わ
れ

る

｡A
t
表
記
の
起
源

B
､
表
記
の
意
味
す
る
概
念
の
研
究

c
t
表
記
の
変
質

･
変
遷

打

'
表
記
に
付
随
す
る
も
の

(特
徴
的
な
氏
姓
や
爵
位
な
ど
)
の
起
源

.EQ
､
表
記
に
付
随
す
る
も
の

(特
徴
的
な
氏
姓
や
爵
位
な
ど
)
の
持
つ
意
味
の

研
究

.u
t
表
記
に
付
随
す
る
も
の

(特
徴
的
な
氏
姓
や
爵
位
な
ど
)
の
変
質

･
変
遷

-
近
年
平
野
卓
治
氏
が
'
い
わ
ゆ
る
″蝦
夷
爵
〟
に
つ
い
て
'
〟饗
宴
〟

(88
)

と
の
関
連
で
詳
細
に
論
じ
て
い
る
｡
ま
た
'
上
毛
野
氏
と
の
関
連
か
ら
書

(89
)

蒲
侯
部
に
論
及
し
た
黛
弘
道
氏
の
研
究
や
､
神
護
景
雲
三
年
十

一
月
に
倖

囚
大
伴
部
押
入
が

｢
倖
囚
｣
を
を
解
か
れ
る
よ
う
に
願
い
出
て
許
可
さ
れ

た

『
続
日
本
紀
』
の
記
事
の
不
可
解
な
点
を
'
大
伴
氏
の
現
存
系
譜
の
考

(00
)

(価
)

案
か
ら
解
明
し
た
溝
口
睦
子
氏
の
研
究
な

ど

'
関
連
氏
族

の

研
究
成
果
も

重
要
で
あ
る
｡

D
t
表
記
相
互
の
関
係

E
､
表
記
と
表
記
に
付
随
す
る
も
の

(特
徴
的
な
氏
姓
や
爵
位
な
ど
)
の
関
係

H
t
呼
称
の
研
究

A
t
呼
称
の
起
源

B
t
呼
称
の
意
味
す
る
概
念
の
研
究

c
t
呼
称
の
変
質

･
変
遷

m
t
表
記
と
呼
称
の
縫
合
的
研
究

そ
し
て
今
後
'
以
上
の
1
-
m
の
研
究
に
共
通
し
て
必
要
な
視
点
は
'
次
の
よ
う

な
点
と
思
わ
れ
る
｡

α
､
史
料
批
判
的
検
討

(91
)

-
近
年
'
斉
明
朝
の
北
方
遠
征
記
事
の
検
討
が
'
佐
藤
和
彦
氏

･
剰
木
美
行

(92
)

(93
)

(94
)

氏

･

若
月
義
小

氏

･

熊
谷
公
男

氏
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
'
そ
れ

に
伴
い
'
特
に

『
日
本
書
紀
』
の
蝦
夷
関
係
記
事
の
史
料
批
判
的
検
討
が

(95
)

(96
)

見
直
さ
れ
て
い
る
｡
古
-
は
津
田
左
右
吉

氏

･
坂
本
太
郎

氏

に
よ
る
研
究



が
あ
る
が
､
初
期
の
東
北
政
策
を
考
え
る
上
に
も
､
ま
た
こ
こ
で
問
題
に

す
る
表
記

･
呼
称
の
起
源
な
ど
を
考
え
る
に
し
て
も
､
津
田

･
坂
本
両
氏

を
継
東
し
､
斉
明
朝
の
み
な
ら
ず
広
-
史
料
批
判
的
検
討
が
必
要
で
あ
ろ

う
｡
と
同
時
に
前
述
し
た
よ
う
に
､
各
編
業
物
そ
れ
ぞ
れ
の
製
作
背
景
を

は
じ
め
と
し
た
特
徴
を
考
慮
し
た
上
で
の
立
論
が
必
要
に
な

っ
て
き
て
い

る
｡

β
､
華
夷
思
想
の
研
究

(
｢東
夷
の
小
帝
国
｣
構
造
の
研
究

･
中
国
史
書
の
吟

味
)

-
石
母
田
正
氏
以
来
の
研
究
は
､
最
近
で
は
石
上
英

一
氏
ら
に
よ

っ
て
深
め

ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
成
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
､
さ
ら
に
″本
家
〟
た
る

中
国
に
お
い
て
､
華
夷
思
想
が
表
記

･
呼
称
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い

る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

γ
､
人
種

･
民
族

･
種
族
論
と
の
慎
重
な
接
触

-･
｢
蝦
夷
｣
と
ア
イ
ヌ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
､
人
種

･
民
族

･
種
族
論
と
い

っ
た
も
の
は
､
戦
後

一
定
の
時
期
敬
遠
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
｡
し
か
し
､

一
九
七
九
年
に

｢蝦
夷
論
｣
の
研
究
史
的
整
理
を
試
み
た
菊
池
徹
夫
氏
は
､

｢
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
か
ら
と
り
-
む
べ
き
｣
問
題
と
し
て
､
と
り
わ
け

｢蝦
夷
は
民
族
的
に
ア
イ
ヌ

(系
)
だ

っ
た
か
｣
と
い
う
点
を
重
要
視
す

(97
)

べ
き
と
述
べ
て
い
る
｡
菊
池
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
､

｢
蝦
夷
｣
に
関
し

て
い
え
ば
､

一
九
七

〇
年
代
以
降
ネ
オ

･
ア
イ
ヌ
説
が
生
ま
れ
､
再
び
人

種

･
民
族

･
種
族
論
が
再
び
活
発
化
し
て
き
て
い
る
｡
そ
の
動
き
は
､
例

(98
)

え
は
最
近
の
工
藤
雅
樹
氏
の
論
考
や
､
国
分
直

一
氏

｢
エ
-
シ
､

エ
ゾ
､

(99
)

ア
イ
ヌ
｣
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
｡
当
然
'
表
記

･
呼
称
も
人
種

･
民
族

･

種
族
論
と
関
わ
り
を
持

っ
て
こ
よ
う
｡
そ
う
し
た
中
､
前
述
し
た
熊
田
亮

介
氏
の
研
究
は
､

｢
蝦
夷
｣
の
み
な
ら
ず
､

｢蝦
秋
｣
に
関
連
し
て
､

｢
粛
供
｣

｢鞍
輯
｣
に
関
す
る
人
種

･
民
族

･
種
族
論
的
研
究
を
､
蝦
夷

研
究
-
古
代
東
北
史
研
究
の
範
噂
に
組
み
入
れ
る
可
能
性
を
持

っ
て
い
る
｡

｢
粛
供
｣

｢秩
輯
｣
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
担
い

(
)

手
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
で
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て

き

た

｡

具
体
的
に
は
､

｢粛
慎
｣

｢軟
輯
｣

｢流
鬼
｣

｢
亦
里
干
｣

｢
把
婁
｣

｢
勿
吉
｣
な
ど
中

国
史
書
に
現
れ
る
集
団
を
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
担
い
手
に
比
定
し
た
わ
け

だ
が
､
す
な
わ
ち
こ
う
し
た
表
記
を
も
蝦
夷
論
の
中
で
取
り
扱
う
必
要
が

出
て
-
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
う
な
る
と
､
問
題
は
北
方
ア
ジ
ア
史
ま
で
広

が

っ
て
く
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､

同
じ

｢
粛
慎
｣

｢
秩
輯
｣
で
も
､
六
国
史
な
ど
日
本
の
史
料
と
中
国
の
史

料
で
は
､
そ
の
表
記
の
指
し
示
す
対
象
集
団
に
相
違
が
存
在
す
る
か
も
し

れ
な
い
点
で
あ
る
｡
ま
た
仮
に
同
じ
と
し
て
も
､
史
料
で
の
表
記
は
､
や

は
り
そ
の
史
料
を
作
成
し
た
人
々
の
政
治
的
な
観
念
に
基
づ
-
集
団
区
分

で
あ

っ
て
､
人
種
論

･
民
族
論

･
種
族
論
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
も

の
だ
ろ
う
｡
加
え
て
､
Ⅰ
の
C
に
示
し
た
よ
う
に
'

一
つ
の
表
記
の
指
し

示
す
対
象
も
時
代
と
共
に
変
化
す
る
場
合
が
あ
る
｡
そ
う
し
た
点
に
は
十

分
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

59

今
後
は
以
上
の
よ
う
な
研
究
課
題
を
踏
ま
え
､
蝦
夷
に
関
係
す
る
呼
称

･
表
記
の

基
礎
的
な
考
察
を
行

っ
て
い
-
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

｢
蝦
夷
｣
を

エ
-
シ
と
読
も
う
が

エ
ゾ
と
呼
ぼ
う
が
大
勢
に
は
影
響
な
い
と
い
う
批
判
も
聞
い
た
｡
確
か
に
言
葉
尻
だ



け
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
､
東
北

･
北
海
道
史
を
大
局
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し

い
｡
し
か
し
'
細
か
い
呼
称

･
表
記
に
対
す
る
認
識
が
研
究
者
間
で
不
統

一
な
た
め

に
'
議
論
が
噛
み
合
わ
な
い
こ
と
も
現
に
あ
る
｡

一
九
八
八
年
五
月
に
発
行
さ
れ
た

『
歴
史
評
論
』
四
五
七
号
に
は
'

｢
言
葉
か
ら
歴
史
を
考
え
る
｣
と
の
タ
イ
ト
ル
で

呼
称

･
表
記
に
関
す
る
特
集
が
組
ま
れ
た
｡
そ
こ
に
所
収
さ
れ
た
論
文
を
見
て
も
､

呼
称

･
表
記
が
歴
史
の
変
化
､
特
に
歴
史
の
中
を
生
き
た
人
々
の
意
識

･
考
え
の
餐

化
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
か
ら
｡

読
(
-
)
平
川
南

｢
停
囚
と
夷
停
｣
(青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
全
編

『
日
本
古
代
の

政
治
と
文
化
』
所
収
'
吉
川
弘
文
館
'

一
九
八
七
-

二
)

(
2
)
以
下
'
親
族
呼
称
に
関
し
て
は
､
明
石

一
紀

｢
日
本
古
代
の
親
族
名
称

(
正
)

1
親
族
構
造
の
基
礎
分
析

(
上
)
-
｣
(
『
民
衆
史
研
究
』
二
八
､

一
九
八
五

-
五
)
を
参
考
に
し
た
｡

(
3
)

｢
直
系
型
｣
な
ら
び
に

｢
分
枝
傍
系
型
｣
の
分
頬
に
つ
い
て
は
t
G
･
P
･

マ
I
ド
ッ
ク

『
社
会
構
造
-
核
家
族
の
社
会
人
頬
学
I

J]

(内
藤
莞
爾
監
訳
'

新
泉
社
'

一
九
七
八
-
八
)
を
参
考
に
し
た
｡

(
4
)
東
北
地
方
以
北
の
化
外
の
民
で
'
律
令
国
家
に
よ
っ
て
王
化
さ
れ
て
い
-
人
々

…
-
と
い
う
よ
う
な
意
味
と
､
と
り
あ
え
ず
解
釈
し
て
お
-
｡

(
5
)
こ
の
裏
で
'
研
究
者
間
を
結
ん
で
い
る
境
線
は
'
本
稿
で
述
べ
て
い
-
よ
う

な
研
究
視
点
に
基
づ
い
て
筆
者
が
分
頬
し
た
も
の
で
､
研
究
者
相
互
で
の
意
見

の
踏
襲
や
論
の
引
用
は
'
必
ず
し
も
あ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て

お
く
｡

(
6
)
菊
池
徹
夫

｢
蝦
夷
論
の
系
譜
｣
(
『
史
観
』
九
九

･
一
〇
一
'

一
九
七
八
1

十

･
一
九
七
九
-
十
｡
そ
の
後
'
同

『
北
方
考
古
学
の
研
究
』
六
興
出
版
'

一

九
八
四
-

一
二
に
収
録
)

参
考
ま
で
に
'
菊
池
氏
の
時
期
区
分
の
概
略
を
あ
げ
て
お
-
0

Ⅰ
期
-
新
井
白
石
な
ど
近
世
以
降
'
大
正
前
期

(
一
九

一
六
迄
)

壊
夷
主
義
的
ア
イ
ヌ
説
の
確
立

H
期
-

一
九

一
七
～
終
戦

(
一
九
四
四
)

ア
イ
ヌ
説
の
全
盛

(
国
家
主
義
的
日
本
人
説
の
台
頭
)

m期
-
戦
後
～
一
九
五
六

｢戦
後
民
主
主
義
｣
的
非
ア
イ
ヌ
説
の
展
開

Ⅳ期
-

一
九
五
七
～
一
九
七
〇

実
証
主
義
的

｢
辺
民
説
｣
の
盛
行

Ⅴ
期
-

一
九
七

一
～
現
在

｢
ネ
オ

･
ア
イ
ヌ
説
｣
の
萌
芽

以
下
多
-
の
面
で
､
菊
池
氏
の
時
期
区
分
や
研
究
史
整
理
を
参
考
に
し
て
い
る
｡

(
7
)
沼
田
蘇
輔

『
日
本
人
種
新
論
』

二

九

〇
三
)｡
こ
の
資
料
は
直
接
見
る
こ

と
が
で
き
ず
､
後
掲
註
9
の
喜
田
論
文
に
よ
っ
た
｡

(
8
)
萩
野
由
之

｢
停
囚

･
夷
停
ノ
梓
｣
(村
岡
良
弼
編

『
如
蘭
社
話
』
三
'
同

盟
出
版
'

一
八
八
八
-

一
)

(
9
)
喜
田
貞
書

｢
夷
停

･
停
囚
の
考
｣
(
『
歴
史
地
理
』
二
三
-

一
･
三

･
五
'

一
九

一
四
-

一
･
三

･
五
｡
そ
の
後
'
同

『
喜
田
貞
書
著
作
集
第
九
巻

蝦
夷

の
研
究
』
平
凡
社
'

一
九
八

〇
-
五
に
収
録
)

(
10
)
戦
前
の
蝦
夷
の
呼
称
起
源
に
関
す
る
研
究
史
は
'
工
藤
雅
樹

｢
古
代
国
家
と

蝦
夷
｣
(
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
二
三

(関
晃
先
生
退
官
記
念
号
)'

一
九
八
二

-

二
)
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
｡

(
11
)
本
居
宣
長

『
古
事
記
伝
』
二
十
七
之
巻
｡
以
下
､
本
居
の
説
は
こ
の
著
に
拠

60



る
｡

(
12
)
村
上
島
之
丞

(秦
櫨
丸
)
『
蝦
夷
島
奇
観
』

(
一
七
九
九
)｡
以
下
､
村
上
の

説
は
こ
の
著
に
拠
る
｡

(
13
)
松
浦
武
四
郎

『
天
塩
日
誌
』

(
一
八
六

一
)｡
以
下
､
松
浦
の
説
は
こ
の
著

に
拠
る
｡

(
1
)
高
橋
富
雄

『
古
代
蝦
夷
-
そ
の
社
会
構
造
』

(学
生
社
､

1
九
七
四
-
七
)

(
15
)
佐
伯
有
清

｢古
代
蝦
夷
史
に
つ
い
て
の

1
考
察
-

｢
エ
ミ
シ
｣
の
用
字
を
中

心
と
し
て
-
｣
(
『
北
方
文
化
研
究
』

一
七
､

一
九
八
五
-
七
)

(
16
)
喜
田
貞
書

｢
｢
蝦
夷
｣
か
ら

｢
ア
イ
ヌ
｣

へ
=
名
称
の
変
遷
｣
(
『
東
北
文

化
研
究
』
ニ
ー

一
～
四
､

一
九
二
九
-
四

･
五

･
九
､

一
九
三
〇
-
三
｡
そ
の

後
､
同

『
喜
田
貞
書
著
作
集
第
九
巻

蝦
夷
の
研
究
』
平
凡
社
､

一
九
八
〇
-

五
に
収
録
)｡
喜
田
貞
舌
講
師

｢
蝦
夷
に
つ
い
て
｣
(東
北
帝
国
大
学
法
学
部

･

国
史
普
通
講
義

｢
日
本
民
族
の
成
立
及
び
発
展
｣
､
の
ち
に
菊
池
啓
治
郎
編
､

『
北
上
市
立
博
物
館
研
究
報
告
』
六
､

一
九
八
七
-
三
に
所
収
)

(
17
)
金
沢
庄
三
郎

『
言
語
に
映
じ
た
る
原
人
の
思
想
』

(創
元
社
､

一
九
四

一
-

一
一
)

(
18
)
和
田
清

｢
支
那
の
記
載
に
現
れ
た
る
黒
龍
江
下
流
域
の
土
人
｣
(
『
東
亜
学
』

一
､
一
九
三
九
-

九
)､
同

『
東
亜
史
論
叢
』

(生
活
社
､

一
九
四
二
-

一
二
)､

同

｢
唐
代
の
東
北
ア
ジ
ア
諸
国
｣
(
『
東
方
学
』
八
､

一
九
五
四
1

六
)､
同

『
東
亜
史
研
究

(
満
洲
篇
)』

(東
洋
文
庫
､

一
九
五
五
-

二

一)｡
な
お
､

｢
骨
鬼
｣
以
下
の

(

)
内
の
音
韻
表
記
は
､
菊
池
俊
彦

｢
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化

の
起
源
と
周
辺
諸
文
化
と
の
関
連
｣
(
『
北
海
道
の
研
究
』
第
二
巻

･
考
古
篇

H
所
収
､
清
文
堂
､

一
九
八
四
-
八
)
に
拠

っ
た
｡

(
19
)
菊
池
徹
夫

｢
蝦
夷

(
カ
イ
)
説
再
考
｣
(
『
史
観
』
第
百
二
十
冊
､

一
九
八

九
-
≡
)

(
20
)
児
島
恭
子

｢
エ
ミ
シ
､

エ
ゾ
､

｢
毛
人
｣
､
｢蝦
夷
｣
の
意
味
-
蝦
夷
論
序
章

-
｣
(竹
内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編

『
竹
内
理
三
先
生
喜
寿
記

念
論
文
集

･
上
巻

･
律
令
制
と
古
代
社
会
』
､
東
京
堂
出
版
､

1
九
八
四
-
九

所
収
)

(
21
)
金
田

1
京
助

『
ア
イ
ヌ
の
研
究
』

(内
外
書
房
､

1
九
二
五
-

二
)

(
22
)
坪
井
九
馬
三

｢蝦
夷
考
｣
(
『
考
古
学
雑
誌
』
四
-
三
､

一
九

二
二
-

〓

)

(
23
)
大
野
晋

『
日
本
語
の
起
源
』

(岩
波
新
書
青
版
二
八
九
､
岩
波
書
店
､

一
九

五
七
-

九
)｡
大
野
晋
､
佐
竹
昭
広
､
前
田
金
五
郎
編

『
岩
波
古
語
辞
典
』

(岩
波
書
店
､

一
九
七
四
-

二

一)
の

｢
え
み
し
｣
項
な
ど
｡

(
24
)
例
え
ば
近
年
の
蝦
夷
関
係
の
単
行
本
か
ら
例
を
拾
う
と
､
虎
尾
俊
哉
氏

『
律

令
国
家
と
蝦
夷
』

(評
論
社

･
若
い
世
代
と
語
る
日
本
の
歴
史
10
､

一
九
七
五

-
七
)
海
保
嶺
夫

『
中
世
の
蝦
夷
地
』

(吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
七

一
四
)
な

ど
が
こ
の
立
場
を
採

っ
て
い
る
｡

(
25
)
門
脇
禎
二

｢
蝦
夷
の
坂
乳
-
そ
の
前
章

-
｣
(
『
立
命
館
文
学
』
九
六
､

一

九
五
三
-

五
｡
そ
の
後
､
同

『
日
本
古
代
政
治
史
論
』
塙
書
房
､

一
九
八

一
-

三
に
収
録
)｡
当
時
､
他
に
こ
う
し
た

｢蝦
夷
じ
し
ん
の
歴
史
｣
の
視
点
を
持

っ

た
研
究
例
に
は
､
井
上
光
貞

｢
陸
奥
の
族
長
､
道
嶋
宿
肩
に
つ
い
て
｣
(古
代

史
談
話
合
編

『
蝦
夷
』
朝
倉
書
店
､

一
九
五
六
-
五
所
収
)
が
あ
る
｡

(
26
)
高
橋
富
雄

｢連
嘆
に
お
け
る
貴
族
社
会
の
形
成
-
古
代
陸
奥
に
お
け
る
改
氏

姓
の
意
義
l

(
『
歴
史
』

二

一､

一
九
五
六
-

三
)｡
高
橋
氏
は

｢
倖
囚
｣
に

つ
い
て
二
通
り
の
解
釈
を
試
み
､

｢停
囚
と
い
う
こ
と
が
､
軒
降
蝦
夷

一
般
の
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呼
稀
に
な
っ
た
と
き
に
於
て
は
'
停
囚
と
い
う
の
が
'
果
し
て

｢
服
属
の
進
ん

だ
｣
と
い
う
こ
と
を
主
内
容
と
し
た
か
'
そ
れ
と
も
'
蹄
降
し
た
夷
地
よ
り
の

民
t
と
い
う
こ
と
を
主
に
意
味
し
て
い
る
か
は
'
文
献
に
即
し
て
再
検
討
し
て

み
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
換
言
す
れ
ば
'
前
者
の

｢倖
囚
｣
は
未
服
蝦
夷
に
対
し
て
優
位
性
を
持
ち
､
後
者
は
律
令
公
民
と
対
比

し
て
そ
の
劣
性
を
意
味
す
る
表
記
と
言
え
よ
う
｡
内
民
化
過
程
に
あ
る
蝦
夷
か

ら
す
れ
ば
'
自
分
に
対
し
て
称
さ
れ
る

｢
停
囚
｣
と
い
う
語
に
抱
-
感
情
と
し

て
は
後
者
で
あ
ろ
う
し
､
こ
こ
に
も

｢
蝦
夷
そ
れ
じ
し
ん
の
歴
史
｣
的
視
点
が

反
映
さ
れ
て
い
る
｡

(
27
)
高
橋
富
雄

｢
古
代
蝦
夷
の
政
治
的
社
食
｣
(
『
古
代
学
』
五
-
三

･
四
'

一

九
五
七
-
四
)

(
2
)
大
塚
徳
郎

｢
丈
部

･
吉
蒲
侯
部
に
つ
い
て
｣
(
『
歴
史
』
五
､

1
九
五
三
-

三
)

(
2
)
大
塚
徳
郎

｢
蝦
夷
服
属
の
頬
型
的
考
察
｣
(同

『
平
安
初
期
政
治
史
研
究
』

第
四
章

蝦
夷
征
討

第
二
節
､
吉
川
弘
文
館
'

一
九
六
九
-
≡
)'
同

｢
蝦

夷
服
属
に
つ
い
て
の

一
考
察
｣
(伊
東
信
雄
教
授
還
暦
記
念
会
編

『
日
本
考
古

学

･
古
代
史
論
集
』
所
収
'
吉
川
弘
文
館
'

一
九
七
四
-

二
)､
同

｢
古
代
陸

奥
国
に
お
け
る
部
姓
氏
に
つ
い
て
｣

(平
重
道
先
生
還
暦
記
念
全
編

『
東
北
の

考
古

･
歴
史
論
集
』
所
収
'
宝
文
堂
'

一
九
七
四
-

一
一
)｡
ま
た
'
以
上
の

総
括
的
な
論
考
と
し
て

｢
み
ち
の
-
古
代
の
民
｣

(同

『
み
ち
の
-
の
の
古
代

史
』
第
三
章

刀
水
書
房
､

l
九
八
四
I
l七
)
が
あ
る
｡

(
30
)
平
安
時
代
に
入
る
と

｢
夷
倖
｣
が

｢
停
囚
｣
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例

が
見
ら
叫
引
V
と
い
う
も
の
で
'
こ
れ
ら
は

｢夷
停
｣
と

｢倖
囚
｣
の
混
用
問

題
と
か
誤
用
問
題
な
ど
と
称
さ
れ
'
そ
の
理
由
を
め
ぐ
っ
て
い
-
つ
か
の
論
が

出
さ
れ
て
い
る
｡
混
用

(誤
用
)
と
さ
れ
た
根
拠
を
も
う
少
し
具
体
的
に
ま
と

め
る
と
'

①
同
じ
対
象
を
指
す
と
思
わ
れ
る
も
の
に
対
し
て
'

｢
停
囚
｣
｢夷
停
｣
(
｢
停

夷
｣
)

｢夷
｣
の
二
～
三
通
り
の
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

②

｢停
囚
｣
的

･
｢蝦
夷
｣
的
な
氏
姓
と
'
蝦
夷
爵

･
位
階

･
冠
さ
れ
る

｢
停

囚
｣
･
｢蝦
夷

(秦
)｣
の
矛
盾
｡

③

『
頬
粟
国
史
』
巻
百
九
十
風
俗
部
に
お
い
て

｢停
囚
｣
の
項
に

｢夷
停
｣
も

記
さ
れ
て
い
る
｡

の
三
点
と
な
る
｡

(31
)
『
日
本
歴
史
大
辞
典
』

(河
出
書
房
'

一
九
五
六
-
七
)
の

｢夷
停
｣
項
｡

な
お
'

一
九
八
五
年

一
月
に
刊
行
さ
れ
た
普
及
新
版
で
も
同
様
で
あ
る
｡

(32
)
『
国
史
大
辞
典
』

(吉
川
弘
文
館
'

1
九
七
九
-
≡
)
の

｢夷
停
｣
項
O

(
33
)
遠
藤
元
男
編

『
日
本
古
代
史
辞
典
』

(朝
倉
書
店
'

一
九
七
四
-

〓

)
の

｢夷
停
｣
項
｡

(
3
)
瀧
川
政
次
郎

｢帝
津
職
の
夷
停
｣
(
『
績
日
本
紀
研
究
』
五
-
二
t

l
九
五

八
-
二
)

(
35
〓
馬
橋
富
雄

(前
掲
註
32
)｡

｢夷
停
｣
が

｢停
囚
｣
の
別
名
と
考
え
ら
れ
る

説
を
紹
介
し
て
い
る
｡

(
36
)
新
野
直
吉

(前
掲
註
33
)
｡

高
橋
氏
同
様
'

｢
夷
倖
｣
と

｢停
囚
｣
が
同
じ

に
扱
わ
れ
る
ケ
ー
ス
に
ふ
れ
て
い
る
｡

(
37
)
清
水
潤
三

｢蝦
夷
の
文
化
と
そ
の
種
族
-
文
献
に
基
-
文
化
の
復
原
を
中
心

と
し
て
I
J
(
『
史
畢
』
二
五
-
三
'

1
九
五
二
-
≡
)'
同

｢
再
び
蝦
夷
に
つ
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い
て
｣
(
『
史
学
』
二
九
-
三
､

一
九
五
六
-

二

一)

､
同

｢文
献
に
現
わ
れ
た

蝦
夷
の
分
類
的
栴
呼
に
つ
い
て
-
異
文
化
共
存
に
関
す
る

1
試
論
-
｣
(
『
史

畢
』
三
三
-

一
､

一
九
六
〇
-

二

一)､
同

｢
東
北
地
方
に
お
け
る
考
古
学
の

成
果
と
蝦
夷
の
種
族
論
｣
(
『
史
学
』
三
三
-
二
､

一
九
六

一
-
二
)

(
38
)

｢
山
夷
｣
と

｢
田
夷
｣
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
以
降
も

｢
山
｣
と

｢
田
｣
に
着

目
し
､
生
産
形
態
の
比
較
か
ら
帰
服
の
度
合
い

(
｢
田
夷
｣
の
方
が
度
合
い
が

強
い
)
へ
と
論
を
進
め
る
の
が

1
般
的
だ

っ
た
.
こ
の
点
も
重
要
だ
が
､

｢
山

夷
｣

｢
田
夷
｣
と
も

｢
夷
｣
で
あ

っ
て
､

｢
停
｣

(
｢
停
囚
｣
)
で
は
な
い
点

は
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
農
耕
が

｢
田
夷
｣
と
呼
ば
れ
る
蝦
夷
の

み
の
特
権
で
は
な
い
こ
と
は
､

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二

(七
五
八
)
年
六

月
辛
亥
条
､

『
頬
衆
国
史
』
巻
百
九
十

･
弘
仁
七

(
八

1
六
)
年
十
月
辛
丑
条
､

『
頬
衆
三
代
格
』
巻
十
九

･
延
暦
六
年
正
月
廿

一
日
太
政
官
符
な
ど
か
ら
わ
か

る
｡

(
39
)
大
野
晋

『
日
本
語
の
起
源
』

(前
掲
註

(
23
)
)

(40
)板
橋
源

｢
蝦
夷
爵
考
｣
(
『
岩
手
大
学
学
芸
学
部
研
究
年
報
』
三
巻
第

1
部
､

一
九
五
二
-
六
)

(
41
)
野
村
忠
夫

｢
律
令
勲
位
制
の
基
本
問
題
｣
(同

『
律
令
官
人
制
の
研
究
』
､

吉
川
弘
文
館
､

一
九
六
七
-
六
)

(
42
)
高
橋
富
雄

『
蝦
夷
』

(吉
川
弘
文
館
､

一
九
六
三
-

一
〇
)

(
43
)
石
母
田
正

『
日
本
古
代
国
家
論
』
第

一
部

(岩
波
書
店
､

一
九
七
三
-
五
)

(
44
)

『
講
座
日
本
歴
史
回
古
代
2
』
所
収

(東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
八
四
-

一

二
)

(
45
)

『
講
座
日
本
歴
史
回
古
代
2
』
所
収

(東
京
大
学
出
版
会
､

1
九
八
四
I

l

二
)

(
46
)
林
陸
郎
先
生
還
暦
記
念
会
編

『
日
本
古
代
の
政
治
と
制
度
』
所
収

(続
群
書

類
従
完
成
会
､

1
九
八
五
-

1
1
)

(
47
)
田
名
網
宏
編

『
古
代
国
家
の
支
配
と
構
造
』
所
収

(東
京
堂
出
版
､

1
九
八

六
-
≡
)

(
48
)
田
名
網
宏
編

『
古
代
国
家
の
支
配
と
構
造
』
所
収

(東
京
堂
出
版
､

一
九
八

六
-
≡
)

(
49
)

『
日
本
の
社
会
史
』
第

一
巻

列
島
内
外
の
交
通
と
国
家
所
収

(岩
波
書
店
､

一
九
八
七
-

一
)

(
50
)

『
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
』
文
学
研
究
科
第
十
八
輯

二

九
八
七
-
≡
)

(
51
)
高
橋
富
雄
編

『
東
北
古
代
史
の
研
究
』
所
収

(吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
六
-

一
〇
)

(
52
)
関
口
明

｢
八

･
九
世
紀
に
お
け
る
移
配
蝦
夷
の
実
態
｣
(
『
日
本
歴
史
』
三

五
七
㌧

一
九
七
八
-

二
)

(
53
)
吉
沢
幹
夫

｢倖
囚
長
に
つ
い
て
の
試
論
-

｢夷
停
｣
の
再
検
討
を
通
じ
て
-
｣

(
『
東
北
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要
』
四
､

一
九
七
八
-
≡
)､
同

｢
倖
囚
長
に

つ
い
て
の
再
論
-

倖
囚
長
論
の
前
提
に
つ
い
て
-

｣
(
『
東
北
歴
史
資
料
館
研

究
紀
要
』
六
､

一
九
八
〇
-
≡
)

(
54
)
新
野
直
吉

｢
古
代
停
囚
論
｣
(
『
日
本
歴
史
』
四
三
八
､

一
九
八
四
-
七
)

(
55
)
平
川
南

｢
停
囚
と
夷
停
｣

(前
掲
註

(
1
)
)

(
56
)
岩
口
和
正

｢
日
本
古
代
身
分
制
に
つ
い
て
の
覚
書

(そ
の
二
)｣
(名
古
屋
歴

史
科
学
研
究
会

『
歴
史
の
理
論
と
教
育
』
五
五
､

一
九
八
二
-
九
)

(
57
)
小
林
茂
文

｢古
代
国
家
の
民
衆
教
化
と
風
俗
｣
(
民
衆
史
研
究
会
編

『
民
衆
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生
活
と
信
仰

･
思
想
』
'
雄
山
閣
'

一
九
八
五
-

一
一
所
収
)

(
58
)
新
野
直
吉

｢
山
夷
と
田
夷
｣
(大
林
太
良
編

『
日
本
古
代
文
化
の
探
求
蝦
夷
』

所
収
'
社
会
思
想
社
'

一
九
七
九
-
九
)

(
59
)
児
島
恭
子

｢
エ
ミ
シ
'

エ
ゾ
'
｢
毛
人
｣
'

｢蝦
夷
｣
の
意
味
-
蝦
夷
論
序
章

-
｣
(前
掲
註

(
20
)
)

(60
)
工
藤
雅
樹

｢
古
代
国
家
と
蝦
夷
｣

(前
掲
註

(
10
))

(
61
)
児
島
恭
子

｢
エ
ゾ
の
語
源
に
つ
い
て
｣

(早
稲
田
大
学
語
学
教
育
研
究
所
北

方
言
語

･
文
化
研
究
会

二

九
八
六
年
五
月
例
会
報
告
-
於

･
早
稲
田
大
学
-
)

な
お
'
報
告
要
旨
が
'
田
村
す
ず
子
幹
事

｢
北
方
言
語

･
文
化
研
究
会
成
果

報
告

(
18
)

一
九
八
六
年
四
月
-

一
九
八
七
年

一
月
｣

『
早
稲
田
大
学
語
学
教

育
研
究
所
紀
要
』
35

(
一
九
八
七
-

二

一)
に
所
収
さ
れ
て
い
る
｡

(
6
)
佐
伯
有
清

｢
古
代
蝦
夷
史
に
つ
い
て
の

1
考
察
-

｢
工
,,,
シ
｣
の
用
字
を
中

心
と
し
て
-
｣

(前
掲
註

(
15
)
)

(
63
)
坂
本
太
郎

｢
日
本
書
紀
と
蝦
夷
｣

(古
代
史
談
話
合
編

『
蝦
夷
』
朝
倉
書
店
'

一
九
五
六
-
五
所
収
'
そ
の
後
'
同

『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究

上
文
献

篇
』
東
京
大
学
出
版
会
'

一
九
六
四
-
五
に
収
録
)

(
64
)
中
公
新
書
八
〇
四

(中
央
公
論
社
'

一
九
八
六
-
五
)

(
65
)
角
川
書
店
'

一
九
八
六
-
七

(
66
)
吉
川
弘
文
館
'

一
九
八
六
-

一
〇

(
67
)
函
館
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
は
北
海
道

･
東
北
史
研
究
会
主
催
で

一
九
八
六
年
七
月

二
六
～
二
八
日
'
函
館
大
学
で
開
催
さ
れ
た
｡
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
は
同
会

編

『
北
か
ら
の
日
本
史
』

(
三
省
堂
'

一
九
八
八
-
五
)
と
し
て
刊
行
さ
れ
て

い
る
｡
工
藤
敬

一
｢解
介

北
海
道

･
東
北
史
研
究
全
編

『
北
か
ら
の
日
本
史
』
｣
)

『
歴
史
評
論
』
四
六
九
号
'

一
九
八
九
-
五
)
や
真
栄
平
房
昭

｢書
評

北
海

道

･
東
北
史
研
究
全
編

『
北
か
ら
の
日
本
史
』
｣
(
『
歴
史
学
研
究
』
五
九
五
号
'

一
九
八
九
-
七
)
に
解
介
が
あ
る
｡
北
海
道

･
東
北
史
研
究
会
は
そ
の
後
も
研

究
会
を
幾
度
か
重
ね
'

一
九
八
八
年
七
月
二
三
～
二
五
日
に
は
弘
前
シ
ソ
ポ
ジ

ウ
ム
を
'

一
九
八
九
年
七
月
二
九
～
三
十
日
に
は
本
荘
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

し
て
い
る
｡

(
68
)
伊
藤
喜
良

｢
日
本
中
世
に
お
け
る
国
家
領
域
観
と
異
頬
異
形
｣
(
『
歴
史
学
研

究
』
五
七
三

･
増
刊
号
'

1
九
八
七
I

I
O
)
な
ど

(69
)昭
和
六

一
～
六
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(総
合
研
究
A
)
研
究
成
果
報

告
書

(課
題
番
号
六

一
三
〇
一
〇
四
〇
)
『
北
日
本
中
世
史
の
総
合
的
研
究
』

(研
究
代
表
者

･
羽
下
徳
彦
'
発
行

･
東
北
大
学
文
学
部
'

一
九
八
八
-
≡
)

(
70
)
こ
う
し
た
二
元
論
的
な
考
え
の
す
べ
て
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
近

年
の
梅
原
猛
氏

･
高
橋
富
雄
氏
の
研
究
に
対
し
て
は
'
も
う
少
し
慎
重
に
な
る

べ
き
で
あ
る
と
の
感
想
を
抱
い
て
い
る

(梅
原
猛

･
高
橋
富
雄
編

『
シ
ソ
ポ
ジ

ウ
ム
東
北
文
化
と
日
本
』
'
小
学
館
'

一
九
八
四
-

一
〇
㌧
高
橋
富
雄

『
地
方

か
ら
の
日
本
史
』
N
H
K
市
民
大
学
講
座
テ
キ
ス
ト
'

一
九
八
七
-

一
〇
㌧
な

ど
)｡
個
人
的
に
は
都
出
比
呂
志

｢
歴
史
学
と
深
層
概
念
-
日
本
文
化
の
歴
史

的
分
析
の
手
続
き
I
｣
(
『
歴
史
評
論
』
四
六
六
㌧

1
九
八
九
-

二
)
な
ど
の

見
解
に
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
｡

(
71
)
熊
田
亮
介

｢蝦
夷
と
蝦
秋
｣

(高
橋
富
雄
編

『
東
北
古
代
史
の
研
究
』
'
吉

川
弘
文
館
'

一
九
八
六
-

一
〇
)

(72
)
津
田
左
右
吉

｢粛
供
考
｣

(
『
日
本
古
典
の
研
究
』
下
所
収
'
岩
波
書
店
'

一
九
五
〇
｡
後
に

『
津
田
左
右
吉
全
集
』

一
㌧
岩
波
書
店
'

一
九
｣ハ
三
-

一
〇

64



に
収
録
)｡
白
鳥
庫
吉

｢
粛
慎
考
｣
(
『
歴
史
地
理
』

l
七
-

一
､

一
九

二

I

一
､
後
に

『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
四
㌧
岩
波
書
店
､

一
九
七

〇
-
互
に
収
録
)0

藤
津
義
美

｢
奥
羽
古
代
史
に
於
け
る

『
粛
慎
』
の
史
的
意
義
｣

(
『
季
刊

岩

手
史
学
研
究
』

1
､
l
九
四
八
-

九
).
池
内
宏

｢粛
慎
考
｣
(
『
満
鮮
史
研
究
』

上
世
編
所
収
､
阻
圃
社
､

l
九
五

一
l
九
)
.
田
名
網
宏

｢
阿
倍
比
羅
夫
の
渡

島
遠
征
に
つ
い
て
｣
(
『
日
本
歴
史
』
六
六
t

l
九
五
三
-

1
こ
｡
児
玉
作
左

衛
門

｢
阿
倍
臣
比
羅
夫
の
渡
島
遠
征
に
関
す
る
諸
問
題
｣
(
『
北
方
文
化
研
究
』

四
㌧

一
九
七
〇
-
≡
)
｡

新
野
直
吉

『
古
代
東
北
史
の
人
々
』

(吉
川
弘
文
館
､

一
九
七
八
-

六
)｡
杉
山
荘
平

｢
阿
倍
臣
比
羅
夫
粛
慎
征
討
考
｣

(
『
海
事
史

研
究
』
八
､

7
九
六
七
-
四
)｡
平
川
南

｢
多
賀
城
碑
文
の
諸
問
題
-
真
偽
の

論
点
を
め
ぐ

っ
て
-
｣
(宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

『
研
究
紀
要
』

二
､

一
九
七
五
-
≡
)｡
石
附
喜
三
男

｢
考
古
学
か
ら
み
た
〝粛
慎

(
み
L
は
せ
)

〟｣

(大
林
太
良
編

『
日
本
古
代
文
化
の
探
求

蝦
夷
』
所
収
'
社
会
思
想
社
､
一

九
七
九
-

九
'
後
に
同

『
ア
イ
ヌ
文
化
の
源
流
』
､
み
や
ま
書
房
､

一
九
八
六

-

一
〇
収
録
)｡
菊
池
俊
彦

｢
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
に
見
ら
れ
る
殊
掲

･
女
真
系

遺
物
｣
(
『
北
方
文
化
研
究
』

一
〇
､

一
九
七
六
-

二

一)
｡

相
田
洋

｢
エ
-
シ

の
文
化
と
東
北
ア
ジ
ア
の
文
化
｣
(
『
中
嶋
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
上
巻
所

収
､
汲
古
書
院
､

1
九
八

〇
-
〓

l).
菊
池
徹
夫

｢殊
鴇
と
オ
ホ
ー
ツ
ク
文

化
｣
(
『
三
上
次
男
博
士
頒
寿
記
念
東
洋
史

･
考
古
学
論
集
』
所
収
､
朋
友
出

版

t

l
九
七
九
-
三
､
後
に
同

『
北
方
考
古
学
の
研
究
』
六
興
出
版
､

一
九
八

四
-

T
二
に
収
録
)O
森
浩

l
｢
九
世
紀
の
石
鋲
発
見
記
事
と
そ
の
背
景
｣
(同

編

『
同
志
社
大
学
考
古
学
シ
リ
ー
ズ

Ⅰ
･
考
古
学
と
古
代
史
』

一
九
八
二
-

一

〇
所
収
)｡
関
口
明

｢
古
代
蝦
夷
の
毒
矢
使
用
に
関
す
る

一
考
察
｣
(榎
本
守
恵

博
士
退
官
を
祝
う
会
編

･
発
行

『
歴
史
と
心

(榎
本
守
恵
博
士
退
官
記
念
論
文

集
)』
所
収
､

一
九
八
八
-
四
)｡
北
方
言
語

･
文
化
研
究
会
編

『
民
族
接
触
-

北
の
視
点
か
ら
-
』

〓
ハ
興
出
版
､

一
九
八
九
-
七
)｡

(
73
)
後
出
註

(
91
)
～

(94
)
参
照

(
7
)
新
野
直
吉

｢
古
代
史
上
の
津
軽
｣
(
『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
七
〇
㌧

一
九

八
〇
-
四
)､
渡
部
育
子

｢
律
令
制
下
の
海
上
交
通
と
出
羽
-
古
代
出
羽
に
お

け
る
海
上
交
通
の
意
義
を
め
ぐ

っ
て
-
｣
(
田
中
善
男
編

『
日
本
海
地
域
史
研

究
』
七
､
文
献
出
版
､

一
九
八
五
-
七
)､
松
原
弘
宣

｢
渡
嶋
津
軽
津
司
に
つ

い
て
｣
(
同

『
日
本
古
代
水
上
交
通
史
の
研
究
』
付
章
､
吉
川
弘
文
館
､

一
九

八
五
-
八
)
な
ど
｡

(
75
)
新
野
直
吉

｢
古
代
交
通
史
上
の
日
本
海
北
部
｣

(
田
中
善
男
編

『
日
本
海
地

域
史
研
究
』
二
､
文
献
出
版
､

一
九
八

一
-
二
)､
渡
部
育
子

｢
日
潮
交
渉
と

出
羽
｣
(半
田
教
授
退
官
記
念
会
編

『
秋
田
地
方
史
論
集
』
所
収
､
み
し
ま
書

房
､

一
九
八

一
-
二
)
な
ど
｡

(
76
)
例
え
ば
坂
上
康
俊
氏
は
､
平
川
氏
の
論
考
を

｢
(停
囚

･
夷
停
)
概
念
の
時

期
的
変
化
を
説
-
点
に
特
長
が
あ
り
､
ま
た
先
行
研
究

へ
の
批
判
も
説
得
的
で

あ
る
｡
か
か
る
基
礎
的
な
研
究
が
ま
だ
ま
だ
積
重
ね
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と

を
実
感
し
た
｡
｣
[
(
)
-
筆
者
注
]
と
､
評
し
て
い
る
｡

(
坂
上
康
俊

｢
書

評

青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編

『
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
｣
､

『
史

学
雑
誌
』
九
八
-
二
､

一
九
八
九
-

二
)

(
77
)
小
倉
芳
彦

｢
喬
夷
の
倖
｣
(
同

『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』
所
収
､
青
木

書
店
､

一
九
七
〇
-
≡
)

(
78
)
古
垣
玲

｢
蝦
夷

･
倖
囚
と
夷
倖
｣
(東
北
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
古
代
史
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研
究
会

『
川
内
古
代
史
論
集
』
四
'

一
九
八
八
I

〓

T)

(
79
)
平
野
邦
雄

｢
古
代
ヤ
マ
ト
の
世
界
観
-

ヒ
ナ

(秦
)
･
ヒ
ナ
モ
-

(夷
守
)

の
概
念
を
通
じ
て
-
｣
(東
京
女
子
大
学
読
史
会

『
史
論
』
三
九
'

一
九
八
六

-
≡
)
こ
の
ほ
か

｢
ヤ
マ
ト
か
ら
見
た

｢東
国
｣
と
は
何
か
｣

(
『
季
刊

･
明

日
香
風
』
二
1
'

7
九
八
七
-

一
)'

｢
い
ま
歴
史
学
か
ら
<
古
代
>
を
見
る
｣

(
『
国
文
学

･
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
三
二
-

二
'

一
九
八
七
-

二
)
に
も
同

様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
｡

(80
)大
石
直
正

｢
外
が
浜

･
夷
島
考
｣

(関
晃
教
授
還
暦
記
念
会
編

『
関
晃
教
授

還
暦
記
念

日
本
古
代
史
研
究
』
所
収
'
吉
川
弘
文
館
'

一
九
八
〇
-

一
〇
)'

村
井
章
介

｢
中
世
日
本
列
島
の
地
域
空
間
と
国
家
｣

(
『
思
想
』
七
三
二
､

一

九
八
五
-
六
)
'
黒
田
日
出
男

『
境
界
の
中
世

象
徴
の
中
世
』

(東
京
大
学

出
版
会
'

一
九
八
六
-
九
)､
斉
藤
利
男

｢
境
界
都
市
平
泉
と
北
奥
世
界
｣

(高
橋
富
雄
編

『
東
北
古
代
史
の
研
究
』
所
収
､
吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
六
-

一
〇
)､
同

｢
古
代

･
中
世
の
交
通
と
国
家
｣

(
『
日
本
の
社
会
史

第

二
巻

境
界
領
域
と
交
通
』
所
収
'
岩
波
書
店
'

一
九
八
七
I

二

)
な
ど
｡

｢夷
｣

に
は
″
エ
-
シ
〟
と
〟

ヒ
ナ
〟
の
意
味
が
あ
り
'
ど
ち
ら
も
都
人
に
と
っ
て
の
い
わ

ば
ウ
チ
と
ソ
ト
の
認
識
だ
が
'
そ
れ
は
平
面
的
な
空
間
構
造
と
し
て
も
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
点
で
'
上
記
の
研
究
と
の
接
点
が
あ
る
｡

(
81
)
中
村
光

l
｢
『
頬
果
国
史
』

｢
風
俗
部
｣
に
お
け
る

｢蝦
夷
｣
と

｢
倖
囚
｣
｣

(木
本
好
信
編

『
古
代
の
東
北

-
歴
史
と
風
俗
-
』
所
収
'
高
科
書
店
'

一
九

八
九
-

五
)

(
82
)
前
掲
註

(
19
)
｡

(
83
)
中
川
裕

｢
日
本
語
と
ア
イ
ヌ
語
と
の
相
似
語
棄
｣
(
『
季
刊
邪
馬
台
国
』
三

八
､
梓
書
院
'

一
九
八
九
-
≡
)

(
84
)
高
橋
富
雄

｢
古
代

エ
ゾ
論
の
転
換
-

毛
野

･
東
国

･
旦
局
見
論
-

｣
(
『
福

島
県
立
博
物
館
紀
要
』

一
'
一
九
八
七
-

≡
)0

(
85
)
小
口
雅
史

｢
｢蝦
夷
｣
表
記
論
の
新
展
開
｣
(弘
前
大
学
人
文
学
部
特
定
研
究

報
告
書

『
文
化
に
お
け
る

｢
北
｣
』
所
収
'

一
九
八
九
-
≡
)｡
た
だ
し
本
文

中
の

(
)
内
に
筆
者
が
若
干
の
加
筆
を
行

っ
て
い
る
｡

(
86
)
前
掲
註

(
85
)｡

(
87
)
こ
れ
ら
の
初
出
は
'
｢東
夷
｣
(
『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
二
十
七
年
二
月
壬

子
条
)
'

｢
秋
徒
｣
(
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
十
月
丁
丑
条
)
'

｢
夷
秋
｣

(
『
同
』
養
老
七
年
九
月
己
卯
条
)'

｢
田
夷
｣
(
『
同
』
天
平
二
年
正
月
辛
亥

条
)'

｢
秋
倖
｣
(
『
同
』
九
年
四
月
戊
午
条
)'

｢
蝦
賊
｣
(
『
同
』
宝
亀
六
年

三
月
丙
辰
条
)
'

｢
夷
虜
｣
(
『
同
』
延
暦
二
年
六
月
辛
亥
条
)
'

｢
蝦
虜
｣

(
『
同
』
八
年
七
月
丁
巳
条
)'

｢
山
夷
｣
(
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
三
月

壬
子
粂
)､

｢
蛮
乗
｣
｢
醜
額
｣
(
『
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
三
月
二
十
九
日
条
)

｢
凶
頬
｣
(
『
同
』
二
年
四
月
二
十
八
日
条
)'

｢
胡
虜
｣
(
『
同
』
二
年
六
月

八
日
条
)'

｢
停
虜
｣
(
『
同
』
二
年
八
月
四
日
条
)
t
で
あ
る
｡

(
88
)
平
野
卓
治

｢
日
本
古
代
に
お
け
る
位
階
と

｢
蝦
夷
｣
｣

(前
掲
註
50
)

(
89
)
黛
弘
道

『
上
毛
野
国
と
大
和
政
権
』

(上
毛
新
聞
社
､

一
九
八
五
-
二

一)

(
90
)
溝
口
睦
子

『
古
代
氏
族
の
系
譜
』

(吉
川
弘
文
館
'

一
九
八
七
-

二

一)

(
91
)
佐
藤
和
彦

｢
斉
明
朝
の
北
方
遠
征
記
事
に
つ
い
て
｣
(
『
歴
史
』
五
七
'

一

九
八

一
-

一
一
)

(
92
)
剤
木
美
行

｢
阿
倍
比
羅
夫
の
蝦
夷
征
討
を
め
ぐ
る
問
題
-

丸
山
二
郎
氏

｢
斉

明
紀
に
於
け
る
阿
倍
臣
の
北
進
に
就
い
て
｣
の
再
検
討
-
｣
(
『
史
噴

en

66



M
a

r

ge

d
e

t'H
istoire
』
七
号
､

l
九
八
三
-

1
0
)

(
93
)
若
月
義
小

｢律
令
国
家
形
成
期
の
東
北
経
営
-
そ
の
実
態
と
特
質
-
｣

(
『
日
本
史
研
究
』
二
七
六
､

一
九
八
五
-
八
)､
同

｢
阿
倍
氏
の
航
跡
-

東

北
経
営
と

｢
越
｣
-

｣
(
『
季
刊

･
明
日
香
風
』
二
四
､

一
九
八
七
-

一
〇
)

(
94
)
熊
谷
公
男

｢
阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討
｣
(
『
東
北
学
院
大

学
論
集

創
立
百
周
年
記
念

歴
史
学

･
地
理
学
』

一
六
所
収
､

一
九
八
六
-

≡
)､
同

｢
阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
｣

(高
橋
富
雄
編

『
東
北
古
代
史
の
研
究
』
所
収
､
吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
六
-

一
〇
)

(
95
)
津
田
左
右
吉

｢
東
園
及
び
エ
-
シ
に
関
す
る
物
語
｣

(
『
津
田
左
右
吉
全
集
』

第

一
巻
､
第
二
篇
第
三
章
､
岩
波
書
店
､

一
九
六
三
-

1
0
)

(
96
)
坂
本
太
郎

｢
日
本
書
紀
と
蝦
夷
｣

(前
掲
註

(
63
))

(
97
)
菊
池
徹
夫

｢
蝦
夷
論
の
系
譜
｣

(前
掲
註

(
6
))

(
98
)
工
藤
雅
樹

｢
日
本
列
島
に
お
け
る
諸
民
族
の
形
成
｣

(菊
池
啓
治
郎
学
兄
還

暦
記
念
会
編
集

･
発
行

『
旦
口同
見
国
-
菊
池
啓
治
郎
学
兄
還
暦
記
念
論
集
-
』

所
収
､

一
九
八
五
-

二

一)､
同

｢
民
族
論
に
お
け
る
蝦
夷
と
ア
イ
ヌ
｣
(
高

橋
富
雄
編

『
東
北
古
代
史
の
研
究
』
所
収
､
吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
六
-

一
〇
)

(
99

)

国
分
直

一
｢
エ
-
シ
､

エ
ゾ
､
ア
イ
ヌ
｣

(江
上
波
夫
編

『
民
族
の
世
界
史

2

日
本
民
族
と
日
本
文
化
』
第
m
章

民
族
の
形
成
と
展
開

2
､
山
川
出

版
社
､

一
九
八
九
-

二
)

蝦
夷
の
中
に
ア
イ
ヌ
語
を
用
い
る
人
が
い
た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
う
が
､
蝦
夷

=
ア
イ
ヌ
と
短
絡
的
に
割
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
は
､
以
下
の
文
献
で
簡

単
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
｡
荒
木
陽

一
郎

｢
古
代
北
方
社
会
解
明

へ
向
け
て
｣

(北
海
道

･
東
北
史
研
究
会
編

『
北
か
ら
の
日
本
史
』

(前
掲
註

(
67
))
所

収
､
同

｢
蝦
夷
｣

(菊
池
徹
夫

･
福
田
豊
彦
編

『
よ
み
が
え
る
中
世

[4
]
北

の
中
世
津
軽

･
北
海
道
』
所
収
､
平
凡
社
､

一
九
八
九
-

八
)

(S
)オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
担
い
手
を
め
ぐ
る
論
争
は
､
菊
池
徹
夫

｢
北
方
文
化
論
｣

(桜
井
清
彦

･
坂
詰
秀

一
編

『
論
争

･
学
説

日
本
の
考
古
学
』
第

一
巻

･
総

論
所
収
､
雄
山
閣
､

一
九
八
七
-
九
)
に
詳
し
い
｡

(付
記
)

本
稿
は
､

一
九
八
八
年

一
月
に
学
習
院
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
第

一
章
に
若
干
の
加
筆

･
訂
正
を
行

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

『
国
史
研
究
』
誌
上
に
掲
戟

さ
せ
て
い
た
だ
-
に
あ
た
っ
て
は
､
弘
前
大
学
の
小
口
雅
史
先
生
に
大
変
お
世
話
に

な
っ
た
｡
記
し
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
｡

(追
記
)

校
正
中
に
､
新
野
直
吉
氏
の
新
し
い
著
作

『
古
代
東
北
の
兵
乱
』

(吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
九
-

1
1
)
が
上
梓
さ
れ
た
｡
ま
た

｢
倖
囚
｣
に
つ
い
て
扱

っ
た
関
口
功

一

氏
の
論
文

｢
日
本
古
代
の

｢
移
動
｣
と

｢
定
住
｣
｣

(
『
歴
史
学
研
究
』
五
八

一
､

一
九
八
八
-
六
)
の
存
在
を
知

っ
た
｡
本
稿
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
､
本
文

中
で
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
点
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
-
｡

(神
奈
川
県

･
私
立
武
相
高
等
学
校
教
諭
)




