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蝦
夷
の
呼
称

･表
記
を

め
ぐ

る
諸
問
題

-

第
五
回

表
記

｢毛
人
｣
｢蝦
夷
｣
の
起
源
と
呼
称
エ
ミ
シ
と
の
結
び
つ
き

は
じ
め
に

本
稿
で
は
､
表
記

｢毛
人
｣

｢蝦
夷
｣

の
起
源
と
､
そ
れ
に
呼
称
エ
ミ
シ
が
ど
の
よ

う
に
結
び
つ
い
た
か
､
と
い
う
問
題
に
関
し
て
､
先
学
の
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
ま

と
め
て
み
た
い
｡

た
だ
し
､
私
自
身
､
こ
れ
か
ら
述
べ
る
説
を
絶
対
的
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
｡

元
来
残
さ
れ
た
史
料
が
少
な
い
た
め
､
幾
分
仮
説
的
な
部
分
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な

い
｡
今
後
の
出
土
文
字
史
料
の
新
発
見
な
ど
に
よ
っ
て
'
説
の
修
正
を
加
え
る
べ
き

と
き
も
来
よ
う
｡
と
り
あ
え
ず
､
現
時
点
で
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
で
も
言
お
う
か
､
最

も
矛
盾
の
な
い
解
釈
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
｡

論
説
の
順
序
と
し
て
､
は
じ
め
に
結
論
を
全
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡
根
拠
と
し

た
論
稿
は
補
証
で
示
す
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
､
次
の
四
点
に
関
し
て
は
､
二
に
お

い
て
詳
し
-
補
足
説
明
し
た
い
｡

A

《呼
称
エ
ミ
シ
の
語
源

(由
来
)》

B

《
呼
称
エ
ミ
シ
と
表
記

｢毛
人
｣

の
結
び
つ
き
》

C

《表
記

｢蝦
夷
｣
の
起
源

(由
来
)》

D

《表
記

｢蝦
夷

(蟻
)
｣

の
出
現
時
期

･
始
用
背
景
と
表
記

｢毛
人
｣

と
の
関
係
》

荒

木

陽

一
郎

な
お
､
こ
れ
ま
で
と
同
様
､
史
料
に
見
ら
れ
る
表
記
は

｢
｣

を
つ
け
て
書
き
､

言
葉
の
発
音

(呼
称
)
は

″
エ
ミ
シ
″

の
よ
う
に
片
仮
名
で
書
-
こ
と
に
す
る
｡
そ

れ
以
外
の

｢

｣
の
つ
か
な
い

″蝦
夷
″

は

一
般
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
こ
と
を

お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
｡

｢

結

論

-

ど
の
-
ら
い
ま
で
遡
る
か
は
不
明
だ
が
､
も
と
も
と

一
人
で
百
人
の
働
き
を
す

る
よ
う
な

《武
勇
に
す
ぐ
れ
て
い
る
》
人
を
､
日
本
で
は
エ
ミ
シ
と
呼
ん
で
い
た
｡

当
初
エ
ミ
シ
は
東
北
地
方
の
人
々
を
特
定
し
て
指
す
言
葉
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
し

(-
)

て
､
こ
の
エ
ミ
シ
は
お
そ
ら
-
ア
イ
ヌ
語
由
来
で
は
な
い
｡

｢

2

呼
称
エ
ミ
シ
の
中
に
は

《武
勇
に
す
ぐ
れ
て
い
て
良
い
》
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
の

意
味
に
お
い
て
'
人
の
名
と
し
て
つ
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
そ
の

力
強
さ
も
､
味
方
で
な
-
敵
方
の
も
の
だ
と

《手
強
さ
惜
し
》
と
い
う
意
味
に
な

ろ
う
｡
中
央
の
人
が
記
し
た
文
献
に

｢魁
帥
｣

と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
々
も
生
ま

れ
て
き
た
｡



35

｢

後
者
は
､
当
初
は
ヤ
マ
ト
王
権
よ
り
西
方
に
多
か
っ
た
が
､
｢名
代
部
の
西
1
東

へ
の
移
動
｣

｢東
方
進
出

へ
の
出
発
点
と
し
て
の
伊
勢
の
重
視
｣

｢稲
荷
山
鉄
剣
銘
｣

3>i&E

な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
､
雄
略
朝
を
画
期
と
し
て
東
方
に
多
-
な
る
｡

｢

ヤ
マ
ト
王
権
に
と
っ
て
東
方
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
ち
､
そ
う
し
た

東
方
を
指
す
表
記
と
し
て
､
中
国
の
古
典
に
由
来
す
る

｢毛
人
｣

が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
｡
｢毛
人
｣

表
記
が
､
中
国
の

『山
海
経
』
な
ど
の
書
に
由
来
す
る

3i･<E

こ
と
に
関
し
て
は
､
現
在
の
と
こ
ろ
諸
説

一
致
し
て
い
る
｡
『山
海
経
』
は
地
理
書

と
し
て
の
性
格
の
ほ
か
､
異
物
志

･
祭
和
書

･
卜
占
書
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
書

物
で
あ
り
､
前
者
に
後
者
の
性
格
が
絶
え
ず
組
み
合
わ
さ
れ
た
形
で
現
れ
る
た
め
､

(4
)

そ
の
内
容
が
ど
こ
ま
で
事
実
の
反
映
か
と
い
う
点
に
な
る
と
､
疑
問
が
多
い
｡
し

た
が
っ
て

『山
海
経
』
に
登
場
す
る
国
の
す
べ
て
を
､
実
在
し
た
民
族
な
り
種
族

に
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
た
だ
､
｢毛
人
｣

表
記
が
､
中
国
的
に
東
夷
(具

体
的
に
は
中
国
か
ら
見
て
海
外
の
東
北
部
に
所
在
)
の
あ
る
あ
り
か
た
を
観
念
的

(5
)

に
表
し
た
も
の
で
あ
る
点
は
確
か
と
思
わ
れ
る
｡
｢毛
人
｣

表
記
が
日
本
で
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
具
体
的
な
時
期
と
は
､
『宋
書
』
の
倭
王
武
の
上
表
文
が
倭
人
の

手
に
よ
る
も
の
な
ら
ば

『宋
書
』
が
成
立
し
た
時
点
､
そ
う
で
な
け
れ
ば
七
世
紀

が
下
限
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
､
呼
称
エ
ミ
シ
と
表
記

｢毛
人
｣

が
結
び
つ
-
｡

｢

や
が
て
､
七
世
紀
中
頃
に
な
り
､
ヤ
マ
ト
王
権
の
侵
出
が
東
北
地
方

へ
及
ぶ
に

伴
い
､
｢毛
人
｣
-
エ
ミ
シ
は
､
東
方
の
中
で
も
､
主
と
し
て
東
北
地
方
の
人
々
に

対
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
-
｡

一
方
､
呼
称
エ
ミ
シ
が
本
来
意
味
し
て

678
い
た

《武
勇
に
す
ぐ
れ
て
い
る
人
々
》
の
意
味
も
ま
だ
失
わ
れ
ず
､
人
名
な
ど
に

残
っ
て
い
-
0

｢

ヤ
マ
ト
王
権
の
東
北
侵
出
に
伴
い
､
ヤ
マ
ト
の
人
々
は
､
東
方
や
さ
ら
に
東
北

に
つ
い
て
､
新
た
に
具
体
的
な
知
識
を
持
つ
よ
う
に
な
る
｡
す
る
と
そ
の
時
点
で
､

東
北
地
方
を
指
す
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た

｢毛
人
｣
が
､
漠
然
と
東
方
も
指
す

し
､
《武
勇
に
す
ぐ
れ
て
い
る
人
》
の
意
味
で
人
名
に
も
用
い
ら
れ
る
の
で
混
乱
が

お
き
始
め
る
｡
そ
こ
で
､
｢毛
人
｣表
記
以
来
の
多
毛
と
い
う
観
念
を
引
き
継
ぎ
な

が
ら
､
東
北
地
方
の
人
々
を
区
別
し
て
表
す
表
記
と
し
て
､
｢蝦
蟻
｣
や

｢蝦
夷
｣

と
い
う
表
記
が
新
た
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
､
呼
称
エ
ミ

シ
と
表
記

｢蝦
夷
｣
が
結
び
つ
-
｡｢

表
記

｢蝦
蟻
｣
と
表
記

｢蝦
夷
｣
で
は
､
｢蝦
蟻
｣
の
方
が
古
い
｡
｢蝦
蟻
｣
は

｢毛
人
｣

と
同
様
人
名
表
記
に
用
い
ら
れ
る
な
ど
､
そ
の
表
記
に
対
す
る
差
別
意

識
は
ま
だ
低
-
､
人
々
の
間
で
忌
避
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
な
お
､
表
記
｢蝦
蟻
｣

｢蝦
夷
｣

が
中
国
で
作
ら
れ
た
表
記
か
､
日
本
で
作
ら
れ
た
表
記
か
､
あ
る
い
は

中
日
合
作
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
､
議
論
も
さ
ま
ざ
ま
な
上
に
､
材
料
不
足
で

結
論
を
出
し
難
い
｡

｢

そ
れ
に
対
し
て

｢蝦
夷
｣
は
人
名
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
ず
､
｢夷
｣
字
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
､
そ
の
使
用
開
始
時
か
ら
中
華
意
識
が
込
め
ら
れ
て
い
た
｡
律

令
制
度
の
整
備
や
畿
内
制
の
成
立
な
ど
を
経
､
中
国
的
な
華
夷
思
想
が
強
ま
る
こ

と
を
背
景
に
､
｢蟻
｣
で
は
な
-

｢夷
｣
を
用
い
た

｢蝦
夷
｣
表
記
が
､
好
ん
で
用

57



10
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
ま
た
､
呼
称
の
方
も
エ
ミ
シ
に
変
わ
っ
て
差
別
意
識
を

込
め
な
が
ら
エ
ビ
ス
と
い
う
読
み
方
が
普
及
し
て
い
-
0

た
だ
し
､
｢夷
｣字
が

一
字
だ
け
で
用
い
ら
れ
る
場
合
､
当
初
は
そ
れ
を
エ
ミ
シ
と

す
る
こ
と
は
な
-
､
次
の
よ
う
に
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
｡

表
記

｢夷
｣

=
呼
称
ヒ
ナ

=
化
内
民

表
記

｢蝦
夷
｣
-
呼
称

エ
ミ
シ
-
化
外
民

(6
)

｢

｢蝦
夷
｣

は
次
第
に
王
化
さ
れ
､
中
に
は
律
令
公
民
化
の
道
を
た
ど
る
者
も
現
れ

て
-
る
｡
す
る
と
､
広
義
の

｢蝦
夷
｣
の
中
に
､
狭
義
の

｢蝦
夷
｣

や

｢停
囚
｣

と
い
っ
た
分
類
的
な
表
記
が
現
れ
､
そ
の
総
称
の

｢夷
停
｣
表
記
が
登
場
す
る
｡

や
が
て
､
い
わ
ゆ
る
三
十
八
年
戦
争
の
終
結
と
と
も
に

｢蝦
夷
｣
表
記
が
消
滅
し
､

エ
ミ
シ

(
エ
ビ
ス
)
の
表
記
は

｢蝦
夷
｣
か
ら

｢夷
｣

に
変
わ
っ
て
い
-
｡
こ
の

点
に
関
し
て
は
､
本
講
座
第
二
回
で
時
代
背
景
そ
の
他
､
詳
し
-
述
べ
た
の
で
こ

(-⊥

こ
で
は
省
略
す
る
｡

｢

《
武
勇
に
す
ぐ
れ
て
い
る
人
》
の
意
味
で
人
名
と
な
っ
た
｢毛
人
｣

の
他
に
､
(肥

国
の
人
-

｢肥
人
｣

の
よ
う
に
)
毛
野
国
の
人
-

｢毛
人
｣

と
い
う
人
名
も
存
在

し
た
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
九
世
紀
半
ば
以
降
､
｢毛
人
｣
と
い
う
人
名
は
す

た
れ
る
｡
こ
れ
は
｢蝦
夷
｣
-

エ
ミ
シ
～
エ
ビ
ス
に
対
す
る
蔑
視
観
や
敵
対
意
識
高

揚
の
影
響
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､

エ
ミ
シ
か
ら
変
わ
っ
た
エ
ビ
ス
と
い
う
呼
称
も
､
東
国
の
住
民

(王
朝
の

貴
族
た
ち
か
ら
見
た
､
東
方
の
､
都
か
ら
遠
-
離
れ
文
化
の
届
か
な
い
国
の
住
民
)

を
指
す
よ
う
に
な
り
､
東
北
地
方
の
人
々
を
特
定
し
な
-
な
る
｡
お
そ
ら
-
こ
の

こ
ろ
か
ら
､
東
北
地
方
の
人
々
を
指
す
蔑
称
と
し
て
の
呼
称
エ
ゾ
が
広
ま
る
の
だ

(8
)

と
思
わ
れ
る
｡

｢

11

弘
仁
年
間
以
降
は

｢夷
｣
表
記
が

1
般
的
に
な
り
､
｢蝦
夷
｣

表
記
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
-
な
る
｡
た
だ
全
-
な
-
な
る
わ
け
で
は
な
-
､
古
典
に
範
を
求
め
た

場
合
や
古
辞
書
な
ど
に
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
｡
そ
う
し
た
中
で
､
唯

一
､

中
世
的
な

｢蝦
夷
｣
の
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
例
と
し
て
､
津
軽
安
藤

(秦
)

氏
関
係
の
史
料
に
み
ら
れ
る

｢蝦
夷
｣

表
記
が
あ
る
｡
こ
の
点
に
関
し
て
は
､
本

(9
)

講
座
第
三
回
で
詳
し
-
述
べ
た
｡

二
'
補
足
説
明

A

《
呼
称
エ
ミ
シ
の
語
源

(由
来
)
》

(10
)

呼
称

エ
ミ
シ
に
関
し
て
､
前
稿
で
導
き
出
し
た
結
論
は
次
の
通
り
だ

っ
た
｡

*
エ
ミ
シ
は

『日
本
書
紀
』
編
纂
時
以
前
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
語
で
あ
る
｡

*
エ
ミ
シ
の
初
見
史
料
で
あ
る
神
武
紀
歌
謡
の

｢愛
瀦
詩
｣

を

｢蝦
夷
｣

｢夷
｣

と

同
意
義
に
解
釈
す
る
こ
と
は
難
し
い
｡

*
即
ち
､
呼
称

エ
ミ
シ
に
は

｢蝦
夷
｣
や

｢夷
｣

を
指
す
場
合
と
､
｢愛
瀦
詩
｣

の

よ
う
に

｢蝦
夷
｣
｢夷
｣

以
外
の
意
味
で
用
い
る
場
合
と
が
あ
る
｡

*
神
武
紀
歌
謡
の
通
り

《
｢
一
人
で
百
人
の
働
き
を
す
る
｣

よ
う
な

(在
地
の
)
釈

率
者
》
と
い
う
意
味
の
エ
ミ
シ
は
'
《
人
》
を
意
味
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
ア
イ

ヌ
語
エ
ン
チ
ゥ
を
起
源
と
し
な
い
｡



以
下
'
エ
ミ
シ
の
語
源
に
関
し
て
'
も
う
少
し
詳
し
-
検
討
し
て
お
き
た
い
｡

エ
ミ
シ
の
語
源
に
つ
い
て
は
､
江
戸
時
代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
多
-
の
試
論
が

提
示
さ
れ
た
｡
特
に
(あ
)呼
称
と
表
記
の
関
係
や
(
い
)
ア
イ
ヌ
と
の
関
係
が
､
説
の

(;
)

わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
ま
ず
(あ
)
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
る
｡

エビ

古
-
は
本
居
宣
長
が
､
｢鍛
｣

の
寮
の
長
い
さ
ま
が
多
毛
な
ア
イ
ヌ
に
通
じ
る
と
こ

(12
)

エビ

ろ
か
ら
'
エ
ビ
シ
と
い
う
語
が
生
ま
れ
た
と
説
い

た

｡

同
じ
｢
鍛

｣

由
来
で
は
あ
る

が
､
村
上
島
之
丞

･
松
浦
武
四
郎
は
､
ア
イ
ヌ
が
鄭
重
な
挨
拶
を
か
わ
す
際
の
身
を

エビ

か
が
め
る
態
が

｢蝦
｣

を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
エ
ビ
シ
と
い
う
語
が
生
ま
れ
た

(I3
)

エビ

と
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
説
は

｢蝦
｣

-
エ
ビ
シ
ー
エ
ミ
シ
と
い
う
呼
称
の
成
立
と
､

｢蝦

(夷
)
｣

-

｢蝦
夷
｣

と
い
う
表
記
の
成
立
が
同
時
で
あ
る
点
を
特
徴
と
し
て
い

る
｡坪

井
九
馬
三
氏
は
ア
イ
ヌ
語
の

｢
エ
ム
シ

(
エ
モ
シ
)｣
-
刀
､
に
由
来
す
る
と
考

え
'
本
居
宣
長
や
村
上
島
之
丞

･
松
浦
武
四
郎
の
よ
う
に
特
定
の
民
族
の
風
俗

･
風

習
由
来
と
は
違
い
'
そ
の
語
に
〟武
人
″
″勇
猛
な
人
″
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ

(14
)

る
こ
と
を
漂
わ
せ
て
い
る
｡

坪
井
氏
の
場
合
'
ア
イ
ヌ
語
を
話
す
人
々
と
の
接
触
が
こ
の
語
の
成
立
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
が
'
同
様
に
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
も
の
と
し
て
は
'
金
田

一
京
助

･
大
野

晋
･田
村
す
ず
子
民
ら
言
語
学
者
が
カ
ラ
フ
ト
ア
イ
ヌ
語
雅
語
で

｢人
｣

(

自
称
)
を

(15
)

表
す
〟

エ
ン
チ
ウ
″

･

″
エ
ン
ジ
ュ
″
に
由
来
す
る
t
と
し
て
い
る
｡
こ
の
金
田

一
京

助
氏

･
大
野
晋
氏

･
田
村
す
ず
子
氏
の
説
は
歴
史
学
者
に
支
持
者
が
多
-
､
言
わ
ば

定
説
化
し
て
い
る
感
も
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
喜
田
貞
吉
氏
も
､
エ
ミ
シ
の
語
源
を
｢
エ
ビ
シ
｣

(

｢
エ
ム
シ
｣

｢
エ
ミ
シ
｣

と
も
言
い
換
え
て
い
る
-
筆
者
注
)
と
い
う
は
刀
剣
を
現
し
'
勇
猛
な
も
の
を
現
し

た
の
で
あ
る
｣

と
い
う
こ
と
に
求
め
て
い
る
点
で
は
坪
井
氏
と
同
意
見
で
あ
る
｡
し

か
し
'
坪
井
氏
と
は
反
対
に
エ
ミ
シ
を
日
本
語
と
考
え
'
｢武
の
点
で
は
劣
｣

る
｢文

化
の
進
ん
だ
民
族
｣

に
対
し

｢勇
猛
好
き
で
武
人
的
の
技
術
を
そ
な
え
て
い
る
｣

と

(16
)

こ
ろ
の

｢未
開
人
｣

す
な
わ
ち

｢異
民
族
｣

全
般
を
さ
し
た
語
と
み
な
し
た
｡

こ
れ
に
比
較
的
近
い
立
場
を
採

っ
て
い
る
の
は
工
藤
雅
樹
氏
で
'
｢
(坪
井
氏
の
-

筆
者
注
)
エ
ミ
シ
の
原
義
に
勇
者
の
意
が
あ
る
と
す
る
推
測
は
傾
聴
に
値
す
る
｣

と

し
､
｢
む
し
ろ
エ
ミ
シ
は
'
勇
者
の
意
の
日
本
語
に
由
来
す
る
と
説
明
し
た
ほ
う
が
良

い
の
で
は
な
い
か
｡
そ
う
す
れ
ば
'
エ
ミ
シ
の
名
が
貴
族
に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
､

神
武
紀
の
歌
の
解
釈
､
そ
し
て
エ
ミ
シ
の
転
誰
で
あ
る
エ
ビ
ス
に
武
人
の
意
の
あ
る

(17
)

こ
と
な
ど
が
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
｣

と
述
べ
て
い
る
｡

以
上
の
坪
井

･
金
田

一
･
大
野

･
田
村
氏
の
説
お
よ
び
喜
田

･
工
藤
氏
の
説
は
'

そ
れ
が
ア
イ
ヌ
語
に
由
来
す
る
か
日
本
語
に
由
来
す
る
か
の
違
い
は
あ
れ
､
｢蝦
夷
｣

や

｢夷
｣

な
ど
の
表
記
と
関
係
な
-
エ
ミ
シ
呼
称
が
成
立
し
た
と
す
る
点
で
共
通
し

て
い
る
｡

さ
て
'
喜
田
氏
同
様

｢
エ
ミ
シ
｣

の
語
源
を
日
本
語
に
求
め
た
も
の
と
し
て
は
'

ゆみ
し

松
岡
静
雄
が
と
な
え
'
村
尾
次
郎

･
高
橋
富
雄
氏
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
｢
弓

人

｣

説
が
あ
る
｡
こ
れ
は

｢夷
｣

字
が

｢弓
｣

と

｢大
-
人
｣

か
ら
成
る
こ
と
に
着
目
L
t

｢夷
｣

-

｢弓
人
｣

1
ユ
ミ
シ
-
エ
ミ
シ
と
な
っ
た
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､

ゆみ
し

(18
)

新
村
出
氏
は
｢
弓

師

｣

説
を
と
な
え
て
い

る

｡

つ
ま
り

｢夷
｣

と
い
う
表
記
が
先
に

あ
り
そ
れ
か
ら
呼
称
が
派
生
し
た
､
と
す
る
点
で
'
表
記
と
呼
称
が
同
時
に
成
立
す

る
と
い
う
説
や
､
呼
称
が
表
記
と
関
係
な
-
成
立
し
た
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
説
と
異

な
る
｡

次
に
(
い
)
だ
が
'
本
居

･
村
上

･
松
浦

･
坪
井

･
金
田

1
･
大
野

･
田
村
民
ら
の
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説
は
､
｢都
の
人
が
ア
イ
ヌ
語
を
有
す
る
人
と
接
触
を
持

っ
て
い
た
｣
こ
と
を
そ
の
大

前
提
と
し
て
い
る
｡
中
で
も
本
居

･
村
上

･
松
浦
ら
は
ア
イ
ヌ
語
の
み
な
ら
ず
､
ア

イ
ヌ
の
風
俗

･
風
習
と
密
接
に
関
連
し
て
呼
称

エ
ミ
シ
が
生
ま
れ
た
と
す
る
｡

山
田
秀
三
氏
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
に
よ
れ
ば
､
ア
イ
ヌ
語
型
地
名
の
密
集
也

帯
の
南
限
線
は
､
東
は

｢仙
台
の
北
の
平
野
の
中
｣､
西
は
｢秋
田
県
､
山
形
県
境
の

山
｣
で
､
そ
れ
以
南
は
関
東
北
辺
ま
で
ア
イ
ヌ
語
ら
し
き
地
名
こ
そ
あ
れ
､
分
布
が

(19
)

減
少
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
南
限
線
は
､
畿
内
型
古
墳
分
布
の
ほ
ぼ
北
限
で

あ
り
､
江
別

･
後
北
式
土
器
出
土
の
南
限
で
あ
り
'
ま
た
､
郡
山
遺
跡

･
多
賀
城
を

は
じ
め
'
｢征
夷
｣
戦
の
前
線
で
も
あ
る
地
域
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢蝦
夷
｣
と
表

記
さ
れ
た
人
々
の
居
住
域
と
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
分
布
に
大
き
な
共
通
点
が
認
め
ら
れ
'

｢蝦
夷
｣
の
中
に

｢
ア
イ
ヌ
語
族
｣
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
古
さ
と
い
う
の
も
問
題
に
な
る
が
､
例
え
ば
斉
明
天

シ
リ
ヘ
シ

ツ
キ
サ
ラ

皇
四

(六
五
八
)
年
の

｢後
方

羊

蹄

｣､
｢都
岐

沙

羅

｣
な
ど
は
ア
イ
ヌ
語
風
で
あ
る

し
､
逆
に
カ
ム
イ

･
タ
ク
サ

･
な
ど
ア
イ
ヌ
語
に
残

っ
て
い
る
日
本
の
古
語
の
古
き

を
考
え
る
と
､
奈
良
朝
以
前
か
ら
和
語
族
と
ア
イ
ヌ
語
族
の
接
触
は
あ
っ
た
と
思
わ

(20
)

れ
る
｡
そ
し
て
具
体
的
に
東
北

へ
の
進
出
が
始
ま
る
七
世
紀
後
半
に
は
､
和
語
族
の

中
の
特
に

｢都
の
人
｣
も
ア
イ
ヌ
語
族
と
接
触
し
､
そ
の
結
果
､
『日
本
書
紀
』
に
ア

イ
ヌ
語
地
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
と
思
う
｡

以
上
か
ら
､
と
り
あ
え
ず
大
前
提
の

｢都
の
人
が
ア
イ
ヌ
語
を
有
す
る
人
と
接
触

を
持

っ
て
い
た
｣
こ
と
は
確
認
で
き
た
｡
し
か
し
､
エ
ミ
シ
の
語
源
を
ア
イ
ヌ
語
に

求
め
る
と
な
る
と
話
は
変
わ
っ
て
-
る
｡

言
語
学
の
立
場
か
ら
は
幾
つ
か
の
批
判
が
成
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
次
の
点
で
あ
る
｡

①

エ
ン
チ
ゥ
ー
エ
ミ
シ
の
語
形
変
化
は
不
可
能
も
し
-
は
困
難
で
あ
る
｡
仮
に
可

能
と
し
て
も
､
金
田

一
氏
の
推
定
す
る
エ
ム
チ
ゥ
の
よ
う
な
中
間
形
が
存
在
し

(zl
)

て
い
な
い
｡

②
金
臼

一
氏
が
あ
げ
た
エ
ン
テ
ゥ
の
例
は

一
つ
し
か
な
-
､
そ
の
点
で
ア
イ
ヌ
語

3駆
E

で
の
自
称
と
し
て
の
普
遍
性
が
疑
わ
れ
る
｡

③
金
田

一
氏
が
あ
げ
た
エ
ン
テ
ゥ
の
例
は

『北
蝦
夷
古
謡
遺
篇
』
の

｢
タ
こ
､
ア

ナ
ク
子
､
ア
リ
キ
リ
カ
ム
イ
､
ア
リ
キ
山
.叫
割
引
･ポ
ノ
タ
シ
ュ
O>

ン
ク
｣
(さ

て
今
は
､
半
ば
は
神
､
半
ば
は
人
な
る
､
ポ
ノ
タ
シ
ュ
ア

ン
ク
ノ

金
田

1
訳
)

だ
が
､
浅
井
亨
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
別
の
と
こ
ろ
で
は

｢
カ
ム
イ
､
へ
子
､

ヤ
､
ア
イ
ヌ
t

へ
子
､
ヤ

(神
に
や
あ
る
ら
む
人
に
や
あ
る
ら
む
)｣
な
ど
と
エ

(23
)

ン
チ
ウ
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
し
､
児
島
恭
子
氏
が
指
摘
し
た
久
保
寺
逸
彦
氏

『神
謡
聖
伝
の
研
究
』
の
神
謡
44
で
も

｢

a

kou
y
u
p
t
e
n
e
y
e
h
i
i･
enkou
k
e
ta
ar
k
e
首

尾

n
e

ark
e
kam
uine

sisak
raヨ
etO
k
a
コ
ruW
e
･コ
e

(私
の
兄
さ
ん
が
言
う
に
は

｢川
上
の
隣
村
に
半
ば
は
人
間
で
半
ば
は
神
で
あ

る
無
双
の
豪
傑
が
住
ん
で
い
る
｣
)｣

(
2

)

の
よ
う
に

｢
ア
イ
ヌ
｣
が
用
い
ら
れ
て

い

る

｡

④
記
録
さ
れ
て
残

っ
て
い
る
樺
太
の
口
承
文
芸
を
探
し
て
も

｢
エ
ン
テ
ゥ
｣
の
類

の
語
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
｡
ま
た
北
海
道

･
千
島
に
現
在
エ
ン
テ
ゥ
は
残

(25
)

っ
て
い
な
い
｡

⑤
知
里
真
志
保
氏
が
あ
げ
て
い
る
エ
ン
テ
ゥ
は
､
服
属
形
が
語
尾
に
つ
い
て
い
る

が
､
そ
う
し
た
文
法
的
な
面
で
の
検
討

(例
え
ば
話
し
言
葉
で
も
文
脈
に
よ
っ

(26
)

て
変
化
し
よ
う
)
が
不
備
で
あ
る
｡
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一
方
､
近
年
､
菊
池
徹
夫
氏
が
エ
ミ
シ
ー

エ
ン
チ
ゥ
由
来
説
を
補
強
す
る
説
を
発

表
し
た
｡
菊
池
氏
は
､
樺
太
ア
イ
ヌ
語
に
お
け
る
エ
ン
チ
ゥ
に
つ
い
て
､
ア
イ
ヌ
の

故
藤
山

ハ
ル
さ
ん
の
話
を
引
用
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
-

･

″

エ
ン
チ
ゥ
″
は
″
ア
イ
ヌ
″
と
同
じ
よ
う
に
､
人
と
か
人
間
を
意
味
す
る
が
､
″
エ

ン
チ
ゥ
″
は
″

ア
イ
ヌ
″
よ
り
ず

っ
と
古
-
て
立
派
な
言
葉
だ
｡

･
マ
オ
カ

(真
岡
=
ホ
ル
ム
ス
ク
)
で
は
､
普
通
の
時
で
も
″

エ
ン
チ
ゥ
″
を
使

っ

て
い
た
｡

そ
し
て
､

(平
安
後
期
以
前
)

自
称

(ア
イ
ヌ
語
)
エ
ム
チ
ゥ

ー

エ
ン
チ
ゥ

1

｢

(平
安
後
期
以
降
)

エ
ン
ヂ

ユ

｢

他
称

(和
語
)

エ
ミ
シ

ー

エ
ン
ジ

ョ

ー

エ

ゾ

(27
)

と
い

う
対
応
に
結
論

づ
け
て
い
る

｡

仮
に
菊
池
説
に
よ
り
､
前
に
掲
げ
た
②
と
④
は
解
決
す
る
と
し
て
も
､
ま
だ
①
③

⑤
の
点
が
残
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
言
語
学
の
分
野
の
よ
り
詳
し
い
検
討
を
ま
た
ね

ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
､
歴
史
学
者
が
都
合
の
よ
い
と
こ
ろ
の
み
を
引

用
し
た
､
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
｡

誤
解
の
な
い
よ
う
に
申
し
添
え
て
お
-
が
､
私
も
ア
イ
ヌ
語
に
エ
ン
チ
ゥ
と
い
う

自
称
が
あ

っ
た
こ
と
は
決
し
て
否
定
し
な
い
し
､

エ
ン
チ
ゥ
由
来
の
エ
ミ
シ
が
あ

っ

て
も
お
か
し
-
は
な
い
と
思
う
｡
だ
が
､
前
稿
で
結
論
づ
け
た
よ
う
に
､
明
ら
か
に

ア
イ
ヌ
語
由
来
で
は
な
い
呼
称

エ
ミ
シ
が
存
在
す
る
の
も
事
実
だ
し
､
神
武
紀
歌
謡

(28
)

の
エ
ミ
シ
や
人
名
の
エ
ミ
シ
は
ア
イ
ヌ
語
由
来
で
は
な
か
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､

エ
ミ
シ
ー

エ
ン
チ
ウ
由
来
説
の
是
非
を
考
え
る
際
に
､
こ
れ
ま
で
の

歴
史
学
者
た
ち
の
研
究
に
は
､
大
き
な
エ
ア

･
ポ
ケ
ッ
ト
が
存
在
し
た
よ
う
に
感
じ

る
｡
極
端
な
話
､
以
下
に
述
べ
る
研
究
上
の
安
易
さ
を
克
服
し
な
い
限
り
､
議
論
の

(29
)

進
展
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
､
言
語
の
借
用
関
係
を

一
つ
の
単
語
だ

け
か
ら
考
え
て
き
た
点
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
文
化
地
理
学
者
で
あ
る
諏
訪
哲
郎
氏

(30
)

の
研
究
を
例
に
､
自
分
を
含
め
､
歴
史
研
究
者
に
反
省
を
促
し
た
い
｡

チ
ベ
ッ
ト
文
明
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
モ
ン
パ
族
が
も
と
も
と
所
有
し
て
い
た

基
層
文
化
を
究
明
す
る
た
め
の

1
つ
の
方
法
と
し
て
､
諏
訪
氏
は
徹
底
し
た
言
葉
の

比
較
を
行

っ
た
｡
す
な
わ
ち
モ
ン
パ
族
の
語
嚢
と
チ
ベ
ッ
ト
語
の
語
柔
を
比
較
し
て
､

チ
ベ
ッ
ト
か
ら
流
入
し
た
文
化
要
素
を
判
断
し
､
そ
の
文
化
要
素
を
こ
ん
に
ち
の
モ

ン
パ
族
の
所
有
文
化
か
ら
取
り
除
-
と
い
う
作
業
で
あ
る
｡
注
目
す
べ
き
は
､
そ
の

際
に
比
較
し
た
文
化
要
素
が
､
｢猟
狩
･漁
摂
｣

か
ら

｢農
耕
｣

｢牧
畜
｣

｢交
易
｣

｢服

飾
｣

｢食
事
｣

｢金
属

･
工
芸
｣

｢建
築
｣

｢医
療
｣

｢宗
教

･
芸
能
｣

｢時
間

･
空
間
｣

の
十
二
ジ
ャ
ン
ル
に
及
び
､
比
較
し
た
語
に
至

っ
て
は
､
な
ん
と
二
七
七
種
に
及
ぶ

点
で
あ
る
｡

異
な
る
言
語
文
化
を
持
つ
集
団
間
の
言
語
の
借
用
の
研
究
も
､
こ
の
よ
う
に
あ
ら

ゆ
る
文
化
要
素
に
つ
い
て
検
討
し
､
そ
の
上
で
語
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
た
っ
た

一
つ

や
二
つ
の
言
葉
の
み
を
取
り
上
げ
て
借
用
関
係
を
語
る
の
は
､
歴
史
学
者
の
安
易
さ

と
取
ら
れ
て
も
仕
方
な
い
｡

一
つ
や
二
つ
な
ら
ば
､
全
-
接
触
の
な
い
文
化
集
団
間

で
も
､
偶
然
同
じ
に
な
る
､
と
い
う
こ
と
だ

っ
て
有
り
得
る
｡

こ
れ
を
本
稿
に
あ
て
は
め
て
み
る
な
ら
ば
､
ア
イ
ヌ
語
と
日
本
語
の
比
較
は
､

エ

ン
チ
ゥ
と
エ
ミ
シ
の
み
で
行
う
べ
き
で
な
-
､
も

っ
と
広
い
語
の
比
較
の
中
で
行
う

べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
､
現
実
は
苦
し
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
奈
良

･
平

安
時
代
以
前
の
ア
イ
ヌ
語
が
文
字
記
録
と
し
て
残

っ
て
い
な
い
た
め
､
わ
か
ら
な
い

か
ら
だ
｡
下

っ
て
江
戸
時
代
で
あ

っ
て
も
､
佐
々
木
利
和
氏
の
論
文
に
よ
れ
ば
､
シ
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ヤ
モ
が
記
録
し
た
ア
イ
ヌ
の
語
嚢
集
に
は
､
蝦
夷
通
詞
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
冒

(31
)

本
語
的
ア
イ
ヌ
語
が
多
い
と
の
こ
と
で
､
比
較
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
よ
う
｡
ま

た
､
白
尾
忠
悦
氏
の
論
稿
な
ど
を
見
る
と
､
〝交
通
の
発
達
″
と
い
う

一
つ
の
要
因
か

(32
)

ら
だ
け
見
て
も
､
想
像
を
は
る
か
に
こ
え
た
言
語
の
変
容
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
0

少
し
回
り
道
を
し
た
｡
話
を
元
に
戻
そ
う
｡
そ
れ
で
は
､
エ
ビ
や
刀
な
ど
､
ア
イ

ヌ
の
風
俗

･
風
習
に
由
来
す
る
説
と
い
う
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡

問
題
は
､
奈
良
時
代
以
前
に
､
近

･
現
代
の
ア
イ
ヌ
の
風
俗
と
同

一
の
も
の
を
も

っ
て
い
る
人
々
が
存
在
し
た
か
否
か
､
と
い
う
点
に
あ
る
｡

こ
れ
に
関
し
て
は
､
佐
々
木
利
和
氏
が

｢
-
-
近
世
以
前
に
観
察
さ
れ
記
録
さ
れ

た
蝦
夷
の
風
俗
は
､
聖
徳
太
子
絵
伝
に
よ
っ
て
考
察
す
る
限
り
で
は
､
平
安
時
代
と

鎌
倉
時
代

･
室
町
時
代
以
降
と
に
大
き
な
隔
り
が
あ
る
｡
鎌
倉
時
代
以
降
の
蝦
夷
は

エ
ゾ
で
あ
り
､
ア
イ
ヌ
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
｡
し
か
し
､
平
安
時
代
は
い
ま
だ
エ

ミ
シ
で
あ
っ
て
､
そ
れ
を
ア
イ
ヌ
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
､
現
段
階
で
は
ま
だ
困

難
で
あ

っ
た
｡
こ
の
観
点
か
ら
近
世
以
降
に
観
察
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
の
風
俗
習
慣
の
ほ

と
ん
ど
は
鎌
倉
時
代
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
い

い

か
え
れ
ば
ア
イ
ヌ
文
化
の
重
大
な
転
換
期
は
平
安
時
代
末
期
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

(33
)

の
で
あ
る
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
､
近
･現
代
の
ア
イ
ヌ
の

風
俗
で
奈
良
時
代
以
前
の
呼
称
の
由
来
を
考
え
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､
ア
イ
ヌ
文
化
の
母
胎
を
擦
文
文
化
に
求
め
る
か
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
に
求
め

る
か
と
い
う
物
質
文
化
の
上
で
の
議
論
が
あ
る
が
'
そ
れ
は
あ
-
ま
で
擦
文
文
化
や

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
が
ベ
ー
ス
で
な
の
あ

っ
て
､
も
ち
ろ
ん
二
者
択

1
と
は
限
ら
ず
､

(34
)

ア
イ
ヌ
文
化
は
さ
ら
に
多
-
の
要
素
の
複
合
文
化
と
い
う
見
解
が
主
流
で
あ
る
｡
よ

っ
て
､
ア
イ
ヌ
の
風
俗

･
風
習
と
密
接
に
関
連
し
て
呼
称
エ
ミ
シ
が
生
ま
れ
た
と
す

る
説
も
､
支
持
L
が
た
い
の
で
あ
る
｡

以
上
の
点
か
ら
考
え
る
と
､
呼
称
エ
ミ
シ
は
必
ず
し
も
ア
イ
ヌ
と
の
関
係
で
と
ら

え
る
必
要
は
な
い
､
と
い
う
結
論
に
達
す
る
｡
で
は
日
本
語
な
ら
ば
､
何
に
由
来
す

る
か
と
い
う
と
､
私
自
身
末
だ
わ
か
ら
な
い
｡
た
だ
､
｢夷
｣字
に
由
来
す
る
と
い
う

新
村
･高
橋
氏
の
見
解

へ
の
批
判
も
含
め
､
｢蝦
夷
｣
や

｢夷
｣
な
ど
の
表
記
よ
り
古

-
か
ら
存
在
し
た
呼
称
で
あ
ろ
う
こ
と
や
､
蝦
夷
を
指
す
以
外
に
も
意
味
を
持

っ
て

い
る
こ
と
な
ど
は
､
前
稿
や
本
稿
で
ふ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
｡

B

《
呼
称
エ
ミ
シ
と
表
記

｢毛
人
｣
の
結
び
つ
き
》

(35
)

古
代
日
本
に
於
け
る

｢毛
人
｣
表
記
を
概
観
し
て
お
こ
う
｡

①
ま
ず
古
-
は

『宋
書
』
東
夷
伝
倭
人
条
の
倭
王
武
の
上
表
文
に
､

‥
･東
征
毛
人
五
十
五
国
､
西
服
衆
夷
六
十
六
園
､
渡
平
海
北
九
十
五
園
｡
-

と
あ
る
｡
こ
の
上
表
文
､
特
に

｢毛
人
｣
表
記
が
､
倭
人
の
作
成
に
よ
る
も
の
か
ど

う
か
は
問
題
が
あ
る
が
､
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば

｢日
本
に
お
け
る
最
古
の
｢毛
人
｣

史
料
｣
と
し
て
､
中
国
の
も
の
だ
と
し
て
も

｢中
国
が
日
本
と
毛
人
と
を
結
び
つ
け

た
こ
と
を
示
す
史
料
｣
と
し
て
重
要
で
あ
る
｡
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②

『記
紀
』
『六
国
史
』
に
は
次
の

一
例
の
み
で
あ
る
｡
([

]
は
割
注
)

『日
本
書
紀
』
敏
達
天
皇
十
年
春
潤
二
月
条

十
年
春
潤
二
月
｡
蝦
夷
数
千
蓮
於
連
境
｡
由
是
召
其
魁
帥
綾
槽
等
｡
[魁
帥
者
大
毛

人
也
｡
]
詔
日
｡

-
-

(後
略
)

こ
の
場
合
本
文
で
な
-
､
割
注
で

｢魁
帥
｣
を
説
明
す
る
語
と
し
て
登
場
す
る
点
は



注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
の
他

『六
国
史
』
に
は
､
『日
本
後
紀
』
並

び
に

『類
衆
国
史
』
の
延
暦
十
六
年
二
月
己
巳
条
に
､
類
例
と
し
て

｢毛
秋
｣

が
あ

る
｡

⑥

『東
大
寺
親
諦
文
稿
』
に

傾
令
此
富
国
方
言
毛
人
方
言
飛
騨
方
言
東
園
方
言

と
あ
る
｡

③
法
典
関
係
で
は
､
『令
集
解
』賦
役
令
達
遠
国
条
の
古
記
に
二
箇
所
､
賦
役
令
没
落

外
書
条
の
古
記
に
三
箇
所
､
考
課
令
増
益
条
の
或
云
に

｢毛
入
園
｣

と
い
う
形
で

1

箇
所
､
登
場
す
る
｡
多
-
の
令
注
釈
の
中
で
､
特
に
大
宝
令
の
注
釈
書
で
あ
る
古
記

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
､
或
云
で
は

｢毛
入
国
｣

の
よ
う
に

『山
海
経
』
に
近
い
表

現
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡

④
空
海

『性
塞
集
』
の

｢贈
野
陸
州
歌
｣
に
､

｢
(前
略
)
毛
人
｡
羽
人
｡
接
境
界
｡
(後
略
)
｣

｢
(前
略
)
毛
人
面
縛
｡
側
城
連
｡

(後
略
)｣
と
あ
る
｡
｢毛
人
｣
が

『山
海
経
』
の

｢毛
民
｣

の
伝
統
を
引
い
て
い
よ

う
こ
と
は
前
述
し
た
｡
同
じ
よ
う
に
､
こ
こ
に
出
て
-
る

｢羽
人
｣

も
､
『山
海
経
』

海
外
南
経
の

｢羽
民
国
在
英
東
南
｡
其
鳥
人
長
頭
､
身
生
羽
-
-
｣
や
大
荒
南
経
の

｢有
羽
民
之
園
､
其
民
皆
生
毛
羽
｡
-
-
｣
に
見
ら
れ
る

｢羽
民
｣

系
譜
を
求
め
ら

れ
る
も
の
と
思
う
｡

⑦
成
尋

『参
天
台
五
重
山
記
』
延
久
四

(
1
〇
七
二
)
年
十
月
十
五
日
条
で
'
日
本

風
俗
に
関
す
る
宋
皇
帝
の
下
問
へ
の
成
尋
の
答
書
に
'

一
間
｡
本
国
去
毛
園
近
遠
｡

答
｡
去
毛
圃
近
遠
不
知
｡

(36
)

と
あ
る
｡
こ
の
表
記
が
宋
皇
帝
の
下
問
に
基
づ
-
も
の
と
す
れ
ば
､
宋
代
で
も

｢毛

園
｣

表
記
を
用
い
て
い
た
と
言
え
よ
う
｡
ま
た
逆
に
､
成
尋
は

｢毛
園
｣

が
蝦
夷
の

地
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
な
い
事
が
わ
か
る
､
十

一
世
紀
の
日
本
で
の
蝦

夷
に
関
す
る
知
識
を
理
解
す
る
上
で
､
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
｡

(37
)

⑧

｢毛
人
｣

は
む
し
ろ
人
名
に
多
-
用
い
ら
れ
た

(表
-
)｡
時
代
と
し
て
は
､
七
世

紀
か
ら
九
世
紀
初
め
で
あ
り
､
特
に
八
世
紀
を
中
心
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
0
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｢毛
人
｣

表
記
の
例
を
､
便
宜
上
と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
に
分
類
し
､
考
察
を
進
め

た

い

｡

⑤

『釈
日
本
紀
』
巻
十

･
述
義
六

･
景
行
の

｢佐
伯
部
｣

の
説
明
で
､
｢公
望
私
記
｣

が
所
引
し
て
い
る

｢暦
録
｣
に
､

暦
録
第

二
云
々
｡
其
毛
人
等
｡

且
夕
叫
唖
｡
其
聾
厳
属
｡
故
倭
姫
号
烏
佐
郡
耽
0

今
謂
佐
伯
是
也
｡

と
あ
る
｡

A
､
特
定
の
地
域
や
､
そ
こ
の
住
民
を
さ
す

4
'
蝦
夷
と
は
限
定
で
き
な
い
が
､
広
-
東
方

l
般
を
指
し
て
い
る
-
①

S
3'
明
ら
か
に
東
北
地
方
の
い
わ
ゆ
る
蝦
夷
を
指
し
て
い
る
-
③
④
⑤
⑥
⑦
(②
)

B
､
人
名
と
し
て
固
有
名
詞
に
な
っ
て
い
る
-
-
⑧

Bl
､
蝦
夷
と
し
て
の
エ
ミ
シ
に
由
来
す
る

EE5'
武
勇
に
す
ぐ
れ
た
人
と
い
う
意
味
の
エ
ミ
シ
に
由
来
し
蝦
夷
と
は
関
係
な
い



表 1

[年 月] [人 名] [出 典]

1 皇極天皇突卯(643)年10月 蘇我豊浦毛人 F上宮聖徳法王帝説J

2 藤原京 (694-710) 那貴首毛人 F藤原宮木簡』1-56

3 藤原京 (694-710) 針間国造毛人 F藤原宮木簡』2-70

4 和銅 4 (711)年 4月 高橋朝臣毛人 F続日本紀』和銅 4年 4月王子条

5 和銅 7 (714)年 4月 小野朝臣毛人 F続日本紀』和銅 7年 4月辛未条など

6 神亀元 (724)年12月 林連毛人 天平11年 ｢伊豆国正税帳｣2-198

7 神亀 3 (726)年正月 葛井連毛人 F続日本紀J神亀 3年正月庚子条

8 神亀 3 (726)午 毛人 (戸主出雲臣真足奴) 神亀 3年 ｢山背園愛宕郡雲上里計帳｣1-338

9 天平 7 (735)年 9月 大石毛人 天平 7年9月 ｢経師写紙井給施布案｣7-42

10 天平 9 (737)年 2月 他田毛人 天平 9年 2月 ｢写経校紙井筆墨直銭注文｣7-101など

ll 天平14(742)午 下火首毛人音 天平14年 ｢近江図古市郷計帳｣2-328

12 天平15(743)年 5月 佐伯宿爾毛人 F続日本紀』天平15年 5月突卯条など

13 天平17(745)年 4月 日下部酒人達毛人 天平17年 4月 ｢造酒司解｣2-407

14 天平18(746)年 4月 阿部朝臣毛人 F続日本紀』天平18年 4月突卯条など

15 天平20(748)年正月 秦毛人 天平20年正月 ｢千部法華経充本帳｣3-10など

16 天平21(749)年正月 大倭毛人 天平21年正月始め ｢請千部法華経筆墨帳｣10-14など

17 天平勝宝元 (749)年12月 佐伯宿爾今毛人 F続日本紀J天平勝宝元年12月丁亥条など

18 天平勝宝 2 (750)年 2月 子毛人 (官奴) 天平勝宝 2年 2月 ｢官奴司解｣3-361など

19 天平勝宝 4 (752)年12月 童伎毛人 天平勝宝 4年12月 ｢写書所経疏奉請帳｣12-386

20 天平勝宝 6 (754)年12月 辛毛人-広田毛人 天平勝宝 6年12月 ｢経師等紙筆墨充帳｣10-570など

21 天平宝字 2 (758)年 2月 意原毛人 天平宝字 2年 2月 ｢画工司移｣4-259など

22 天平宝字 2 (758)年 7月 辛国連毛人 天平宝字 2年 7月 ｢道東寺司移｣13-486など

23 天平宝字 2 (758)年 8月 中臣朝臣毛人 F続日本紀』天平宝字 2年 8月庚子朔条など

24 天平宝字 2 (758)年 9月 広田毛人一幸毛人 天平宝字 2年 9月 ｢東寺写経所解｣4-304など

25 天平宝字 5 (761)年正月 丸部毛人 天平宝字 5年正月 ｢装束忌日御斎会司牒｣15-5など

26 天平宝字 7 (763)年正月 文礼毛人 天平宝字 7年正月 ｢造物所解｣16-318など

27 神護景雲 2 (768)年 2月 韓鉄師 登毛人-坂本毛人 F続日本紀1神護景雲 2年 2月突卯条

28 宝亀元 (770)年10月 神服遵毛人女 F続日本紀』宝亀元年10月契丑条など

29 宝亀 3 (772)年正月 伊福部宿爾毛人 F続日本紀』宝亀 3年正月甲中条

30 宝亀 6 (775)年 8月 大伴宿帝毛人 宝亀 6年 8月 ｢文部新成解｣23-485

31 宝亀11(780)年12月 坂本毛人-韓鉄師 登毛人 宝亀11年12月 ｢西大寺資財流記帳｣『寧楽遺文J上一一414

32 平城京 (710-784) 子部毛人 F平城京発掘調査出土木簡概報』3-12

33 平城京 (710-784) 葛木毛人 F平城京発掘調査出土木簡概報』5-10

34 平城京 (710-784) 大伴部毛人 ｢下野園河内郡上神主廃寺出土古瓦銘｣

35 平城京 (710-784) 大麻部毛人 ｢下野圃河内郡上神主廃寺出土古瓦銘｣

36 平城京 (710-784) 雀部毛人 ｢下野圃河内郡上神主廃寺出土古瓦銘｣

37 平城京 (710-784) 白部毛人 ｢下野圃河内郡上神主廃寺出土古瓦銘｣

38 平城京 (710-784) 当麻百毛□ (人力) ｢下野園河内郡上神主廃寺出土古瓦銘｣

39 平城京 (710-784) 酒部毛□ (人力) ｢下野圃河内郡上神主廃寺出土古瓦銘｣

- 64-



A
は
､
中
国
で
の

｢毛
人
｣

表
記
本
来
の
意
味
を
踏
襲
し
た
使
用
法
で
あ
る
｡
日

本
の
中
央
政
府
の
支
配
領
域
拡
大
に
従

っ
て
､
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
､
Al
l

朋
の

よ
う
に
対
象
と
す
る
地
域
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

1
万
B
に
つ
い
て
だ
が
､
こ
れ
ま
で
人
名
と
し
て
の

｢毛
人
｣

に
つ
い
て
は
､
こ

れ
ま
で
次
の
よ
う
な
解
釈
が
成
さ
れ
て
き
た
｡

(38
)

ま
ず
高
橋
富
雄
氏
は
､
｢中
央
の
人
名
に
関
す
る
も
の
｣

と
し
た
｡
そ
れ
に
対
し
加

藤
謙
吉
氏
は
､
東
北
地
方
に
近
い
下
野
園
と
い
う
地
域
や
､
氏
族
伝
承
や
東
北
経
営

上
で
蝦
夷
と
関
係
が
あ
る
佐
伯
氏

･
阿
倍
氏
に

｢毛
人
｣

が
存
在
し
て
い
る
点
を
梶

拠
に
､
｢｢毛
人
｣

｢蝦
夷
｣

の
人
名
を
検
討
す
る
と
､
実
際
に
辺
境
の
民
で
あ
る
蝦
夷

(毛
人
)
と
の
接
触
の
中
で
形
成
さ
れ
た
人
名
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
よ
う
で
あ

(39
)

る
｣

と
の
見
解
を
発
表
し
た
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
最
近
､
塚
口
義
信
氏
が
支
持
し
て

(
40
)

い
る
｡
実
際
､
下
野
園
な
ど
を
見
る
と
､
加
藤
氏
や
塚
口
氏
の
言
う
よ
う
に
､
東
北

地
方
の
蝦
夷
に
由
来
す
る
人
名

｢毛
人
｣

が
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
-
な
い
｡

し
か
し
佐
伯
有
清
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
｢毛
人
｣

の
人
名
は
播
磨
･
讃
岐
･
山

背
に
も
分
布
し
て
お
り
､
階
層
的
に
も

｢下
は
奴
｣

か
ら

｢上
は
高
級
宮
人
ま
で
ひ

ろ
-
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
｣

で
あ
る
こ
と
か
ら
､
｢毛
人
｣

を
必
ず
し
も
蝦
夷
と
結
び

(41
)

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
蝦
夷
に
由
来
し
な
い
人
名
も
確
実
に
存
荏

し
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
意
味
で
､
前
者
を
B
'
後
者
を
82
と
し
て
区
別
す
る
｡

人
名

｢毛
人
｣､
特
に
E
3
に
つ
い
て

｢卑
賎
の
有
無
｣

と
い
う
視
点
か
ら
見
て
み
る

(42
)

と
､
現
在
の
と
こ
ろ
､
門
脇
禎
二
氏
の

｢毛
人
と
い
う
毛
深
-
男
ら
し
い
表
現
｣

や
､

(43
)

児
島
恭
子
氏
の

｢勇
猛
な
人
々
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
｣

な
ど
の
意
見
が
ほ
と
ん
ど
で
､

後
に
述
べ
る
表
記

｢蝦
夷
｣

と
違

っ
て
､
ほ
ぼ
卑
賎
祝
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

る
｡

以
上
か
ら
私
は
､
｢毛
人
｣
に
は
Al
や
舶
お
よ
び
別
の
よ
う
な
中
国
的
な
地
域
表
記

な
ら
び
に
そ
れ
に
基
づ
-
人
名
と
､
特
に
地
域
限
定
の
な
い
勇
猛
な
イ
メ
ー
ジ
の
B2
'

と
い
っ
た
二
つ
の
異
な
っ
た
性
格
が
あ
る
と
考
え
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
二
つ
に
は
吹

の
よ
う
な
意
味
が
あ
ろ
う
｡

･
A
･
S3
･
Bl
の
使
わ
れ
方
の
源
流
は
､
表
記

｢毛
人
｣

の
借
用
先
で
あ
る
中
国
で

あ
り
､
表
記

｢毛
人
｣

借
用
当
初
か
ら
の
意
味
で
あ
る
｡

･Sjは
そ
れ
以
前
か
ら
日
本
に
あ
っ
た
呼
称
エ
ミ
シ
の
本
来
的
な
意
味
で
あ
っ
て
､

中
国
由
来
の
表
記

｢毛
人
｣

と
結
び
つ
い
た
時
点
で

｢毛
人
｣
に
付
与
さ
れ
た
意

味
で
あ
る
｡

表
記

｢毛
人
｣

以
前
か
ら
､
呼
称
エ
ミ
シ
が
日
本
に
存
在
し
た
根
拠
に
ふ
れ
て
浴

こ
う
｡

｢毛
人
｣

は
史
料
に
お
け
る
傍
訓
か
ら
､
エ
ビ
シ
･
工
.ビ
ス
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
｡
従
来
エ
ビ
シ
･
エ
ビ
ス
は
エ
ミ
シ
が
転
託
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(44
)

の
で
､
本
来
的
に
は

｢毛
人
｣
は
エ
ミ
シ
だ
と
考
え
て
良
か
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
｢-
人
｣
と
す
る
地
域
名

･
人
名
に
は
､
い
-
つ
か
の
例
が
あ
る
が
､

例
え
ば

｢肥
人
｣

が
ウ
マ
ヒ
ト
･
コ
マ
ヒ
ト
･
ク
マ
ヒ
ト

(ク
マ
ビ
ト
)
･
ヒ
ヒ
ト

(ヒ

(45
)

ビ
ト
)
･
ヒ
ノ
ヒ
ト
な
ど
多
様
な
呼
称
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
､
｢毛
人
｣

は

一
貫

し
て
エ
ミ
シ

(
エ
ビ
シ
･
エ
ビ
ス
)
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
｢肥
人
｣

の
場
合
表
記
が
先

に
あ
っ
て
､
そ
れ
を
訓
じ
た
た
め
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
出
て
き
た
の
に
対
し
､
｢毛
人
｣

は
そ
の
表
記
の
登
場
時
か
ら
エ
ミ
シ
と
い
う
呼
称
と
結
び
つ
い
て
い
た
可
能
性
を
示

唆
す
る
｡

｢毛
人
｣

と
同
様
､

一
表
記

一
呼
称
の
も
の
に

｢隼
人
｣
=
ハ
ヤ
ト
､
｢東
人
｣
-
ア
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ヅ
マ
ヒ
ト

(ア
ヅ
マ
ビ
ト

･
ア
ヅ
マ
ン
ド
も
濁
音
化
し
た
か
擁
音
便
化
し
た
だ
け
の

違
い
で
本
来
同

一
の
も
の
で
あ
ろ
う
)
が
あ
る
｡
し
か
し

｢隼
人
｣

は
ハ
ヤ
+
ト

(ヒ

ト
)､
｢東
人
｣

は
ア
ヅ
マ
+
ヒ
ト
と
､
い
ず
れ
も
表
記
を
訓
じ
た
呼
称
な
の
に
対
し
､

｢毛
人
｣

は
ど
う
訓
じ
て
も
エ
ミ
シ
に
は
な
ら
な
い
｡
し
た
が
っ
て
呼
称
が
先
に
あ

り
､
そ
れ
に
意
味
的
に
符
合
す
る
表
記
を
当
て
は
め
た
､
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

C

《表
記

｢蝦
夷
｣
の
起
源

(由
来
)》

｢蝦
夷
｣

表
記
の
由
来
に
つ
い
て
の
説
に
は
､
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡

第

一
番
め
の
説
は
､
日
本
で
作
ら
れ
た
表
記
が
､
唐
の
顕
慶
四

(六
五
九
)
年
､

斉
明
天
皇
五
年
に
､
倭
国
の
使
節
第
四
次
遣
唐
使
が
蝦
夷
を
同
行
し
て
長
安
に
入
朝

(46
)

し
た
際
､
中
国
に
運
ば
れ
た
と
す
る
高
橋
富
雄
氏

･
佐
伯
有
清
氏
ら
の
説
で
あ
る
0

こ
の
説
は
さ
ら
に
次
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

高
橋
氏
は
､
卑
賎
を
表
現
す
る
た
め
に
エ
ビ
シ
の
エ
ビ
の
音
を

｢蝦
｣

と
い
う
辛

で
表
し
､
そ
れ
ま
で

一
般
的
な
エ
ミ
シ
の
意
で
用
い
て
い
た

｢夷
｣

字
に
付
し
て
特

別
な
エ
ミ
シ
を
表
す
も
の
､
と
し
た
｡
こ
の
説
を
継
承
し
た
門
脇
禎
二
氏
は
､
｢蝦
夷
｣

と
い
う
の
は

｢ま
ざ
れ
も
な
-
､
日
本
古
代
貴
族
ら
が
学
び
と
り
は
じ
め
た
中
華
思

(47
)

想
の
裏
返
し
の
語
と
し
て
出
て
き
た
蔑
称
で
あ
｣
る
と
し
て
い
る
｡
ま
た
虎
尾
俊
哉

氏
も

｢要
す
る
に
人
間
で
な
い
動
物
を
示
す
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
明
ら
か

(48
)

に
蔑
視

･
敵
対
の
観
念
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｣
と
す
る
｡

一
方
佐
伯
氏
は

｢蝦
｣

字
の
由
来
に
中
国
史
料
を
引
用
し

(参
考
に
す
べ
き
中
国

史
料
は

『山
海
経
』
『爾
雅
巽
』
『別
国
洞
冥
記
』
『交
広
記
』
『旧
唐
書
』
『新
唐
書
』

『通
典
』
『唐
会
要
』
『宋
史
』
な
ど
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
関
し
て
は
小
口
雅
史
氏
が

(49
)

引
用
の
誤
り
な
ど
を
正
し
て
ま
と
め
た
も
の
が
あ
る
)､
こ
れ
ら
か
ら
､
｢蝦
｣
は
､

宴
の
多
い
こ
と
や
､
寮
の
長
い
こ
と
､
す
な
わ
ち
毛
深
さ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
､

そ
の
意
味
で

｢毛
人
｣

に

｢蝦
｣

が
結
び
つ
き
､
さ
ら
に
当
時

｢毛
人
｣

を
エ
ビ
シ

と
呼
ん
で
い
た
た
め
､
発
音
で
も
結
び
つ
い
た
､
と
説
明
し
て
い
る
｡

二
番
め
に
､
｢も
の
の
数
に
な
ら
な
い
へ
な
ち
ょ
こ
軍
隊
の
こ
と
を

｢蝦
兵
蟹
将
｣

と
言
う
か
ら
東
方
の
強
力
な
異
人
を
恐
れ
る
あ
ま
り
､
東
夷
を

｢蝦
夷
｣
と
表
現
し

(50
)

た
｣
と
推
定
す
る
浅
井
亨
氏
の
説
が
あ
る
｡

三
番
め
に
､
中
国
の
表
記
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
児
島
恭
子
氏
の
説
で

あ
る
｡
児
島
氏
は
｢
元
代
の
骨
鬼
､
明
代
の
苦
冗
､
苦
夷
､
清
代
の
庫
野
､
庫
貢
､

庫
葉
な
ど
は
後
世
の
も
の
で
は
あ
る
が
､
蝦
夷
と
音
が
近
い
k
亡
y
e
､
k
亡
i､
k
o
e
､

k
亡g
h
iL
で
あ
る
と
し
､
｢現
代
で
も
ア
ム
ー
ル
川
下
流
や
サ
ハ
リ
ン
住
民
の
う
ち
ト

ゥ
ン
グ
ー
ス
･
満
州
系
諸
族
が

k
亡
i､
ニ
ヴ
ヒ
が
k
亡
y
i
と
呼
ん
で
い
る
民
族
が
ア
イ

ヌ
で
あ
る
｣

点
か
ら
､
｢蝦
夷
｣
は
中
国
に
お
い
て
ア
イ
ヌ
の
先
祖
を
音
訳
に
よ
っ
て

(51
)

表
記
し
､
そ
れ
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
｡
菊
池
徹
夫
氏
の
近
年
の

(52
)

論
稿
も
こ
の
説
を
採

っ
て
い
る
｡

以
上
が
主
な
説
だ
が
､
こ
れ
ら
の
議
論
は
既
に
戦
前
よ
り
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
点

は
､
以
前
に
若
干
触
れ
て
お
い
た
｡
今
､
主
要
な
論
点
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
ろ
う
｡
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[起
源
1
-
な
ぜ

｢蝦
夷
｣
と
い
う
表
記
が
で
き
た
の
か
]

A
､
意
味

(｢蝦

(え
び
)

｣

)

に
由
来

a
､
『山
海
経
』
な
ど
に
現
れ
る
東
北
方
面
の
多
毛
な
集
団

｢毛
人
｣
(実
在
し
た

か
は
不
明
)
に

｢蝦
｣
の
多
毛
が
結
び
つ
い
た

b
､
形
質
人
類
学
的
に
多
毛
で
あ
る
民
族

(例
え
ば
ア
イ
ヌ
)
に
実
際
に
接
触
し
､



そ
れ
を

｢蝦
｣
の
多
毛
と
結
び
つ
け
た

c
t
｢蝦
｣
(え
び
)
の
持
つ
卑
賎
な
イ
メ
ー
ジ

〆
､
｢蝦
｣
(え
び
)
の
持
つ
弱
い
イ
メ
ー
ジ

(強
力
な
異
人
を
恐
れ
る
あ
ま
り
､

｢蝦
兵
蟹
将
｣
の
よ
う
に
威
力
弱
体
を
願
い
､
｢蝦
｣
字
を
用
い
た
)

B
､
音
訳
に
由
来

a
､
カ
イ
と
称
さ
れ
る
人
々
に
対
し
て

｢蝦
夷
｣
を
当
て
た
｡

訂
､
カ
イ
と
称
さ
れ
る
人
々
に
対
し
て

｢蝦
夷
｣
を
当
て
た
｡
そ
の
際
､
｢蝦
｣
と

｢夷
｣字
を
選
ん
だ
の
は
､
｢蝦
｣
(え
び
)
の
持
つ
卑
賎
な
イ
メ
ー
ジ

と
｢夷
｣

字
に
含
ま
れ
る
中
華
思
想
ゆ
え
で
あ
る
｡

b
､

エ
ビ
シ

(ス
)
に
当
て
た

[起
源
2
-
ど
こ
で
作
ら
れ
た
表
記
か
]

ア
､
日
本

ィ
､
中
国

り
'
中

･
日
合
作

こ
の
分
類
に
基
づ
け
ば
､
高
橋

･
門
脇

･
虎
尾
氏
は
A
-
C
･
ア
､
佐
伯
氏
は
A

-
a
､
B
I
b
･
ア
､
浅
井
氏
は
A
-
b
'
児
島
氏
は
B
-
a
･
ィ
､
菊
池
氏
は
B

-
′a
･
り

と
な
る
｡

ま
ず
A
-
C
(′C
)
だ
が
､
卑
賎
を
表
現
す
る
た
め
に

｢蝦
｣
字
が
用
い
ら
れ
た

と
す
る
と
､
人
名
の

｢蝦
夷

(蟻
)
｣
(例
え
ば
佐
伯
今
蝦
蟻
)
を
説
明
で
き
な
い
｡

ま
た
､
｢蝦
｣
は

『延
書
式
』
巻
五
､
神
武
五
､
膏
宮
の

｢供
新
字
料
｣
に

｢蝦
鰭
槽

二
口
｣
と
出
て
-
る
よ
う
に
､
古
代
で
も
む
し
ろ
め
で
た
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る

(傍
線
筆
者
)｡
以
上
よ
り
､
可
能
性
と
し
て
は
弱
い
だ
ろ
う
｡

つ
ぎ
に
B
-
a
の
児
島
氏
の
説
は
魅
力
的
だ
が
､
｢元
代
か
ら
今
日
ま
で
の
呼
称
が

ほ
ぼ
同

一
な
ら
､
元
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
唐
以
前
に
も
そ
う
呼
ば
れ
た
可
能
性
を
考

え
る
こ
と
を
許
し
て
-
れ
そ
う
で
あ
る
｣
と
す
る
の
は
'
少
々
説
明
不
足
の
感
が
あ

る
｡
も
し
唐
以
前
に
そ
う
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
､
元
代
以
降
の
例
の
第

一
音
は
み
な

k
u

か
k
o
で
､
k
a

で
は
な
い
｡
他
に
k
u
音
や

ko
音
の
字
が
数
多
い
の
に

ka音
の

｢蝦
｣
字
を
選
ん
だ
理
由
も
不
明
確
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
関
連
し
て
､
浅
井
亨
氏
も

｢｢蝦
｣
は
字
典
に
よ
れ
ば
､
韻
字
は
下
平
声
の
麻
で
表
わ
さ
れ
､
漢
音

｢
カ
｣､
呉

音

｢ゲ
｣
で

(が
ま
､
か
え
る
)
の
意
､
漢
音

｢
カ
｣､
呉
音

｢
ケ
｣
で

(
え
び
､
し

ゃ
こ
)
の
意
と
あ
る
｡
現
代
中
国
語
で
は

[x
ia
]
(
え
び
)､

[ha]
(
ひ
き
が
え
る
)

で
､
夷

(蝦
夷
)
[x
iayi]
(
え
ぞ
)
と
な
っ
て
い
る
｡
蝦
夷
が
い
わ
ゆ
る
反
切
に
類

す
る
用
法
で
あ
れ
ば
､
そ
の
読
み
は

｢
キ
ー
｣
｢
ヒ
I
L
に
近
い
音
と
な
る

(下
略
)｣

(53
)

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
仮
に

｢蝦
｣
字
が
採
用
さ
れ
た
点
を
認
め
た
と
し
た
場
合
､

｢蝦
｣
と

｢夷
｣
の
字
が
選
ば
れ
た
の
を
偶
然
で
片
付
け
る
に
は
問
題
が
多
い
0

B
-

a
を
深
め
'
｢
[カ
イ
]
音
を
漢
字
表
記
す
る
際
に
､
と
り
わ
け

｢蝦
｣
お
よ

び

｢夷
｣
字
を
あ
て
た
の
は
､
主
と
し
て
中
国
側
､
強
い
て
い
え
ば
中
国
側
主
導
で

の
い
わ
ば
中

･
日
合
作
だ
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
こ
に

｢蝦

(海
老
)
の
よ
う
に
髭
の

長
い
｣
と
い
っ
た
中
華
思
想
的
蔑
視
の
観
念
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
当
然
考
え

(54
)

て
よ
い
｣
と
述
べ
た
の
は
菊
池
徹
夫
氏
で
あ
る
｡
菊
池
氏
は
さ
ら
に
､
ア
イ
ヌ
の
自

称
に

｢
kay｣音
が
多
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
に

｢蝦
夷

(カ
イ
)
説
｣
を
補
強
す
る
｡

だ

が

､
や
は
り
そ
の
ア
イ
ヌ
語
も
新
し
い
時
代
の
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
が
ど
の
位
ま

で
滞
り
得
る
か
は
'
実
証
の
方
法
が
み
つ
か
ら
な
い
｡
よ
っ
て
否
定
は
で
き
な
い
が
､

67



現
時
点
で
は
認
め
て
し
ま
う
こ
と
も
苦
し
い
｡
今
後
の
検
討
が
待
た
れ
る
｡

B
-

b
は
'
エ
ミ
シ
と
エ
ビ
ス
の
混
用
を
確
認
で
き
る
の
が
八
世
紀
以
降
で
あ
っ

て
'
斉
明
朝
七
世
紀
に
エ
ビ
ス
と
い
う
呼
称
が
存
在
し
た
か
と
言
う
問
題
点
が
あ
る
｡

エ
ビ
と
エ
JJJ
は
転
託
可
能
で
あ
る
か
ら
'
.は
恒

シ
に

｢蝦
｣
が
結
び
つ
い
た
と
い
う

の
も

1
見
う
な
づ
け
る
が
'
こ
の
当
時
'
甲
殻
類
節
足
動
物
を
'
″
エ
ビ
″
と
い
う
日

本
語
で
呼
ん
で
い
た
確
か
な
証
拠
も
史
料
に
は
見
ら
れ
ず
'
｢蝦
｣
と
い
う
字
と
日
本

語

″
エ
ビ
″
が
結
び
つ
い
た
時
期
は
な
お
さ
ら
不
明
で
あ
る
｡
ま
た
'
シ
に

｢夷
｣

が
何
故
対
応
す
る
の
か
説
明
も
不
明
確
な
点
を
考
え
る
と
'
む
し
ろ
と
り
あ
え
ず
I

エ
ビ
シ
と
い
う
音
と
は
関
係
な
-
'
純
粋
に
多
毛
で
｢深
山
之
中
｡
止
住
樹
本
｡
｣
と

い
っ
た
習
俗

･
風
習
に
由
来
す
る
と
考
え
て
お
い
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
'
佐
伯
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
A
-
a
の
考
え
方
が
'

今
の
と
こ
ろ
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
た
だ
あ
-
ま
で

『山
海
経
』
な
ど
に
由
来

す
る

″東
方
の

｢毛
人
｣
は
多
毛
″
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
前
提
と
し
て
'
そ
れ
に
概

念
上
'
多
毛
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の

｢蝦
｣
が
結
び
つ
い
た
､
と
い
う
程
度
に
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
佐
伯
氏
の
あ
げ
た
史
料
で
は
'
｢蝦
｣

の
説
明
と

｢蝦
夷
｣
の
使

者
の
説
明
に
い
ず
れ
も
｢蝦
多
寮
｣
｢寮
長
八
尺
｣
｢蝦
寮
長

1
丈
｣

｢寮
長
四
丈
四
尺
｣

｢須
長
四
尺
許
｣
｢寮
長
四
尺
｣
と
い
っ
た
よ
-
似
た
描
写
が
あ
る
｡
A
-
b
の
よ
う

に
多
毛
の
人
々
が
実
在
し
'
そ
れ
を
見
て

｢蝦
｣
に
な
ぞ
ら
え
た
と
は
'
こ
こ
で
は

言
い
切
れ
な
い
｡
と
い
う
の
は
'
当
時

(形
質
人
類
学
的
に
み
た
)
多
毛
な
人
々
が

実
在
し
た
か
ど
う
か
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
ア
イ
ヌ
-
多
毛
=

｢蝦
｣
と
い
う
等
式
を
見
る
が
'
ア
イ
ヌ
語
の
存
在
こ
そ
確
認
で
き
て
も
'
形
質
人

類
学
的
な
意
味
や
民
族
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
は
古
代
に
お
い
て
は
明
確
に
確
認
で
き
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
｡

残
る
問
題
は
'
｢蝦
夷
｣表
記
が
中
国
で
成
立
し
た
か
日
本
で
成
立
し
た
か
'
と
い

う
点
で
あ
る
｡

児
島
氏
の
言
う
よ
う
に
'
｢毛
人
｣
や

｢粛
憤
｣
が
中
国
の
表
記
に
由
来
し
て
い
る

点
を
考
え
る
と
'
｢蝦
蟻
｣
や
｢蝦
夷
｣
が
中
国
由
来
の
可
能
性
も
あ
る
｡
た
だ
'
『新

唐
書
』
な
ど
を
見
る
か
ぎ
り
'
｢蝦
夷
｣
は

｢海
島
中
｣
に
い
て
日
本
の
使
者
と
共
に

や
っ
て
き
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
'
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
の
よ
う
に
中
国
と
陸
続
き

の
場
所
に
住
ん
で
い
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
｡
ま
た

｢蝦
夷

(蟻
)｣
は
'
｢毛

人
｣
や

｢粛
憤
｣
と
違

っ
て
倭
乃
至
日
本
と
の
関
連
に
お
い
て
登
場
す
る
の
み
で
I

他
に
所
見
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
日
本
で
創
作
さ
れ
た
と
す
る
説
も
'
ま
た
中
冒

合
作
と
す
る
説
も
捨
て
難
い
｡
歯
切
れ
は
悪
い
が
'
結
論
は
保
留
し
た
い
｡

そ
の
後
'
『続
日
本
紀
』段
階
に
な
る
と
'
｢蝦
秋
｣
｢蝦
賊
｣
｢蝦
虜
｣
な
ど
'
｢蝦
｣

(55
)

を
共
通
項
に
し
た
表
記
が
登
場
す
る
｡
こ
れ
ら
の

｢蝦
秋
｣
｢蝦
賊
｣
｢蝦
虜
｣
は
'

カ
イ
な
ど
の
音
訳
に
由
来
す
る
と
い
う
説
明
で
は
解
釈
で
き
な
い
し
'
中
国
史
料
に

も
見
ら
れ
な
い
点
で
'
｢蝦
夷
｣
か
ら
ア
レ
ン
ジ
し
た
日
本
的
な
表
記
と
言
え
よ
う
｡

68

D

《
表
記

｢蝦
夷

(壊
)｣
の
出
現
時
期

･
始
用
背
景
と
表
記

｢毛
人
｣
と
の
関
係
》

次
に
'
表
記

｢蝦
夷

(蟻
)
｣
出
現
時
期
と
そ
の
始
用
の
背
景
を
探

っ
て
み
た
い
｡

は
じ
め
に
'
『日
本
書
紀
』
の

｢蝦
夷

(蟻
)｣
を
少
し
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

(56
)

そ
の
特
徴
は
坂
本
太
郎
氏
の
研
究
に
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

坂
本
氏
は

『古
事
記
』
と

『日
本
書
紀
』
の
蝦
夷
関
係
記
事
を
比
較
し
'
｢古
事
記

は
'
蝦
夷
の
名
稀
や
存
在
に
つ
い
て
特
別
の
関
心
は
な
-
'
た
だ
東
方
の
ま
つ
ろ
わ

ぬ
人
人
は
蝦
夷
と
も
よ
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
を
'
単
な
る
事
賓
と
し
て
認
識
し
て
い

た
に
過
ぎ
な
い
｣
と
述
べ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
は

｢帝
記
や
苦
節
が
蝦
夷
に
無
関
心
で



あ
っ
た
こ
と
を
示
｣
し
､
そ
れ
は

｢帝
記
者
辞
の
博
承
せ
ら
れ
､
筆
録
せ
ら
れ
た
六

世
紀
頃
ま
で
の
間
､
蝦
夷
に
封
し
て
記
憶
に
値
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
征
討
の
行
わ
れ

な
か
っ
た
｣
た
め
と
す
る
｡
さ
ら
に

『日
本
書
紀
』
の
蝦
夷
関
係
記
事
を
調
査
し
た

結
果
､
｢大
き
な
挙
り
め
が
秀
明
天
皇
の
時
代
に
あ
る
｣
と
し
て
､
こ
れ
以
降
は
そ
の

前
に
比
べ
て
､
具
体
的
な
数
の
記
載
や
征
討
時
の
場
所

･
軍
勢
の
具
体
的
な
記
事
が

見
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
た
｡
す
な
わ
ち

｢蝦
夷
に
関
す
る
古
い
所
の
記
事
は
､
史
料

と
し
て
の
信
悪
性
は
き
わ
め
て
乏
し
｣
-
'
｢
せ
い
ぜ
い
七
世
紀
以
降
に
お
け
る
東
園

へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
蝦
夷
の
賓
情
が
､
そ
こ
に
投
影
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
｣
と
結
論
づ
け
た
｡

た
だ
し
坂
本
氏
は
､
皇
極
紀
あ
た
り
か
ら
実
録
的
き
ざ
し
も
あ
る
と
し
て
お
り
､

孝
徳
紀
す
な
わ
ち
大
化
期
あ
た
り
に
実
録
と
潤
色
の
境
を
ほ
ぼ
設
定
で
き
よ
う
｡
そ

う
す
る
と
､
｢蝦
夷
｣
表
記
も
確
実
な
も
の
は
､
こ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
0

坂
本
氏
の
見
解
に
対
す
る
大
き
な
批
判
は
今
の
と
こ
ろ
な
-
､
斉
明
朝
の
北
方
遠

征
記
事
に
つ
い
て
は
最
近
多
-
の
研
究
が
成
さ
れ
て
い
る
が
､
若
月
義
小
氏
が
実
年

代
を
天
武

･
持
統
朝
に
ま
で
下
げ
よ
う
と
し
て
い
る
他
は
､
み
な

『紀
』
の
紀
年
の

(57
)

ご
と
-
斉
明
朝
の
こ
と
と
し
て
理
解
し
て
お
り
､
私
も
そ
れ
に
従
い
た
い
｡

こ
の
七
世
紀
中
葉
と
い
う
時
期
に
は
､
史
料
で
は
浮
足
柵

･
磐
舟
柵

･
都
岐
沙
荏

(58
)

柵
が
設
置
さ
れ
て
い
る
ほ
か
､
発
掘
成
果
に
よ
れ
ば
､
仙
台
市
郡
山
遺
跡

･
古
川
市

(59
)

名
生
館
遺
跡
な
ど
官
衛
的
構
造
を
持
つ

｢城
柵
｣
遺
跡
が
報
告
さ
れ
て
お
り
､
東
北

政
策
が
具
体
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

古
い
時
代
の
史
料
の
実
年
代
が
信
用
で
き
な
い
た
め
､
｢蝦
夷
｣
の
正
確
な
始
用
時

期
を
割
り
出
す
の
は
困
難
だ
が
､
以
上
の
点
か
ら
考
え
て
､
皇
極
～
斉
明
紀
以
降
の

東
北
政
策
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
『日
本
書
紀
』
で
は

｢蝦
夷
｣
の
ほ
か
に
'
｢蝦
蟻
｣
と
い
う
表
記
が

あ
る
｡
以
下
の
中
国
史
料
を
見
て
も
､
｢蝦
蟻
｣
と
い
う
表
記
が

｢毛
人
｣
と
｢蝦
夷
｣

の
問
に
確
認
で
き
る
｡

*

『末
書
』
巻
九
七
､
夷
蛮
伝
､
倭
国

封
国
偏
遠
｡
作
藩
干
外
.
自
昔
祖
帝
O
窮
摸
甲
胃
｡
抜
渉
山
川
｡
不
達
寧
処
.
東

征
毛
人
｡
五
十
五
国
｡
西
服
衆
夷
｡
六
十
六
園
｡
渡
平
海
北
｡
九
十
五
園
｡

*

『膏
唐
書
』
巻

一
九
九
上
､
東
夷
伝
､
倭
国
日
本

其
園
界
東
西
南
北
各
数
千
里
｡
西
界
両
界
威
至
大
海
｡
東
界
北
界
有
大
山
烏
限
0

山
外
即
毛
人
之
園
｡

*

『新
唐
書
』
巻
二
二
〇
､
東
夷
伝
､
日
本

末
幾
孝
徳
死
｡
英
子
天
豊
財
立
｡
死
子
天
智
立
｡
明
年
使
者
与
版
傭
人
借
朝
｡
憤

慨
亦
居
海
島
中
｡

其
使
者
須
｡
長
四
尺
許
｡
珂
箭
於
首
｡
令
人
載
敬
立
数
十
歩
｡
射
無
不
中
｡

*

『通
典
』
巻

1
八
五
､
辺
防
､
蝦
夷

贋

国
海
島
中
小
国
也
｡
其
使
牽
｡
長
四
尺
.
尤
善
弓
矢
｡
挿
箭
於
首
O
令
人
載

敏
立
｡
数
十
歩
射
之
｡
無
不
中
者
｡
大
唐
顕
慶
四
年
十
月
｡
随
倭
国
人
便
至
入
朝
0

*

『唐
会
要
』

一
〇
〇
､
蝦
夷
国

蝦
夷
｡
海
島
中
小
国
也
｡
其
使
至
寮
長
四
尺
.
尤
善
弓
箭
｡
挿
箭
於
首
｡
令
人
載



敬
立
｡
数
十
歩
射
之
｡
無
不
中
者
｡
顕
慶
四
年
十
月
｡
随
倭
国
使
至
入
朝
｡

*
『宋
史
』
巻
四
九

一
､
外
国
伝
､
日
本
国

園
之
東
境
接
海
島
､
夷
入
所
居
､
身
面
皆
有
毛
｡
東
奥
州
産
黄
金
､
西
別
島
出
白

銀
､
以
島
貫
賦
｡

(60
)

こ
の

｢蝦
蟻
｣
と
い
う
表
記
の
存
在
に
関
し
て
は
､
古
-
喜
田
貞
吉
氏
､
藤
津
義

(61
)

美
氏
の
指
摘
が
あ
っ
た
が
､
そ
れ
以
来
､
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
｡

そ
う
し
た
中
､
近
年
佐
伯
有
清
氏
が

｢蟻
｣
字
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
｡

佐
伯
氏
は
､
ま
ず

｢蝦
夷
｣
と

｢蝦
蟻
｣
の
表
記
上
の
相
違
が
､
『日
本
書
紀
』
編

者
や
編
集
時
期
の
違
い
に
よ
っ
た
可
能
性
を
検
討
す
る
が
､
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま

た
が
っ
て
い
る
た
め
､
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
｡
そ
し
て

｢も
と
も
と

『日
本
書

紀
』
が
材
料
と
し
た

｢資
料
｣
に
､
す
で
に
違

っ
た
用
字
で
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

も
と
づ
｣
-
と
し
､
そ
の
上
で
､
坂
本
太
郎
氏
の
蝦
夷
関
係
史
料
の
類
別
に
し
た
が

っ
て

｢蝦
蟻
｣
の
記
載
の
あ
る
史
料
を
検
討
し
た
結
果
'
ほ
と
ん
ど
が

｢実
録
型
｣

に
属
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
結
果
と
し
て

｢｢蝦
蟻
｣
と
表
記
さ
れ
る
段
階
が

｢毛

人
｣
と

｢蝦
夷
｣
の
用
字
と
の
間
に
存
在
し
て
い
た
｣
と
L
t
そ
れ
は
さ
ら
に
､
先

に
列
挙
し
た
中
国
史
料
に
お
け
る

｢毛
人
｣
1

｢蝦
蟻
｣
1

｢蝦
夷
｣
の
変
遷
に
対

応
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
点
に
関
し
て
は
全
-
異
論
は
な
い
｡
実
際
､
｢蝦

蟻
｣
の
初
見
は
皇
極
紀
で
あ
り
'
坂
本
氏
に
よ
っ
て
史
料
的
信
懲
性
が
乏
し
い
と
さ

れ
た
､
野
明
紀
以
前
の
古
い
時
代
の
史
料
は
み
な

｢蝦
夷
｣
表
記
で
統

1
さ
れ
て
い

る
｡以

下
､
佐
伯
氏
の
考
証
を
結
果
の
み
掲
げ
る
｡
｢蝦
蟻
｣
の
使
用
さ
れ
た
時
期
だ

が
､
『新
唐
書
』
で

｢蝦
蟻
｣
を
載
せ
る
記
事
と
同
様
の
記
事
が

『通
典
』
や

『唐
会

要
』
や

『日
本
書
紀
』
｢伊
吉
連
博
徳
書
｣
に
記
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
が
顕
慶
四
年
-

斉
明
天
皇
五

(六
五
九
)
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
｢蝦
蟻
｣
は
斉
明
天
皇
五
年
当
時
使

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
言
え
る
｡
ま
た
､
｢伊
吉
連
博
徳
書
｣
は

｢蝦
夷
｣
に
な
っ
て

い
る
が
､
こ
の
書
の
述
作
さ
れ
た
年
代
が
持
統
四

(六
九

〇
)
年
以
降
で
あ
る
こ
と

(62
)

か
ら
､
そ
れ
よ
り
前
と
考
え
ら
れ
る
｡

佐
伯
氏
は
ま
た

｢蟻
｣
字
に
着
目
し
､
そ
れ
は
本
来
'
山
に
す
む
虫
や
鳥
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
｢夷
｣字
に
見
ら
れ
る
王
化
を
意
識
し
た
強
い
中
華
思
想

と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
｢蝦
蟻
｣
は
彼
ら
の
生
活
が

｢深

山
之
中
｡
止
住
樹
本
｣
(『日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
五
年
七
月
戊
寅
条
所
引

｢伊
吉
連

博
徳
書
｣
)
と
さ
れ
て
い
た
当
時
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
､
ま
さ
し
-
そ

の
風
貌
･習
俗
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
た
表
記
､
と
す
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
の

｢蝦
蟻
｣

表
記
の
時
点
で
は
ま
だ
忌
避
さ
れ
る
存
在
で
は
な
-
､
｢毛
人
｣
以
来
の
勇
敢
な
イ
メ

ー
ジ
が
残

っ
て
お
り
'
や
が
て

｢夷
｣
字
が
用
い
ら
れ
る
時
が
中
華
思
想
の
具
現
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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さ
て
､
こ
こ
で

｢毛
人
｣
と

｢蝦
夷

(蟻
)｣
の
関
係
を
見
て
み
よ
う
｡

ま
ず

｢蝦
夷

(蟻
)｣
は
エ
ミ
シ
･
エ
ミ
ス
･
エ
ビ
ス
･
エ
ゾ
と
呼
称
さ
れ
て
い

る
｡
こ
の
う
ち
エ
ミ
ス
･
エ
ビ
ス
の
初
見
は
八
世
紀
'
エ
ゾ
の
初
見
は
十

一
世
紀
な

の
で
､
本
来
は
エ
ミ
シ
と
呼
称
さ
れ
､
そ
れ
が
転
託
し
て
エ
ミ
ス
･
エ
ビ
ス
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
点
で
は

｢毛
人
｣
の
呼
称
と
同
じ
で
あ
り
､
人
名
な
ど
を

見
て
も
､
同

一
人
物
に

｢毛
人
｣
｢蝦
夷

(蝿
)｣
の
両
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合

が
認
め
ら
れ
る
｡



古
代
東
北
地
方
な
ら
び
に
そ
こ
の
人
々
を
表
す
の
に
､
『六
国
史
』
は

一
貫
し
て
｢蝦

夷

(蟻
)
｣

表
記
を
採
用
し
て
い
る
｡
先
に
呼
称
エ
ミ
シ
と
表
記

｢毛
人
｣
に
内
包
さ

れ
る
二
つ
の
意
味
､
①
武
勇
に
す
ぐ
れ
る
人
､
②
特
に
東
方
の
｢魁
帥
｣

的
な
人

(ヤ

マ
ト
朝
廷
の
経
営
の
対
象
拡
大
に
よ
り
､
や
が
て
東
北
地
方
に
限
定
さ
れ
て
-
る
)､

を
述
べ
た
が
､
こ
の

｢蝦
夷

(蟻
)
｣

は
そ
の
始
用
時
か
ら
②
の
意
味
を
強
-
有
し
て

い
た
と
い
え
よ
う
｡
人
名
に
も
若
干
の
例
が
あ
る
が
､
そ
れ
は

｢毛
人
｣
同
様
エ
ミ

シ
･
エ
ミ
ス
･
エ
ビ
ス
と
呼
称
す
る
ゆ
え
で
あ
り
､
｢毛
人
｣
に
比
べ
て
相
対
的
に
少

な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
逆
に
言
え
ば
､
｢毛
人
｣

が
八
世
紀
の
人
名
に
多
-
'
古

代
東
北
地
方
と
そ
こ
の
人
々
を
指
さ
な
-
な
っ
た
の
は
､
｢蝦
夷

(蟻
)
｣

が
始
用
さ

れ
る
こ
と
で
､
結
果
的
に
①
-

｢毛
人
｣
､
②
-

｢蝦
夷

(蟻
)
｣

と
意
味
の
分
担
が

行
わ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る

(但
し
呼
称
を
共
有
し
て
い
た
の
で
①
に

｢蝦
夷

(蟻
)

｣､
②
に

｢毛
人
｣
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
)0

｢蝦
蟻
｣

の

｢蟻
｣
字
に
つ
い
て
は
､
先
の
佐
伯
説
を
支
持
す
る
と
し
て
､
｢蝦
夷
｣

表
記
の
方
は
お
そ
ら
-
､
律
令
制
度
の
整
備
や
畿
内
制
の
成
立
な
ど
を
経
､
中
国
的

な
華
夷
思
想
が
強
ま
る
こ
と
を
背
景
に
成
立
し
た
表
記
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

｢蟻
｣

を

｢夷
｣

字
に
変
え
た
の
は
､
『通
伝
』
巻

一
百
八
十
五
･連
防

丁
東
夷
上
･

序
略
に
見
ら
れ
る
､

東
夷
有
九
種
｡
日
吠
夷

･
方
夷

･
千
夷

･
黄
夷

･
白
夷

･
赤
夷

･
元
夷

･
風
夷

･

陽
夷
｡
-

と
い
っ
た

一
連
の

｢
-
夷
｣

の
よ
う
に
､
華
夷
観
念
の
も
と
に

｢-
夷
｣
と
名
付
け

ら
れ
た
も
の
の
一
つ
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
｡

後
に
空
海
や

『釈
日
本
紀
』
に

｢毛
人
｣

表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
の
時

代
に
は

｢蝦
夷
｣

表
記
が
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
-
な
っ
て
お
り
､
｢古
典
に
範
を
求

め
た
｣

結
果
､
｢毛
人
｣

表
記
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

註
(-
)
荒
木
陽

一
郎

｢
[東
北
古
代
史
研
究
講
座
]
蝦
夷
の
呼
称
･表
記
を
め
ぐ
る
諸

問
題
-

第
四
回

神
武
紀
歌
謡
に
お
け
る

｢愛
滞
詩
｣
の
考
察
｣

(

『弘
前
大
学

国
史
研
究
』
九
四
､

l
九
九
三
-
≡
)0

(2
)
黛
弘
道

『上
毛
野
国
と
大
和
政
権
』
(上
毛
新
聞
社
､

一
九
八
五
-

二

一)

(3
)
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
､

1
九
八
九
I

三
)
を
参
考
に
し
た
｡

本
稿
は
､
こ
の
小
口
論
文
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
お
り
､
引
用

･
参
考
に
し

た
部
分
が
多
い
｡
以
後
､
逐

二
｣
と
わ
ら
な
い
無
礼
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
｡

(4
)
前
野
直
彬

『全
釈
漢
文
大
系
山
海
経
･列
仙
伝
』
(集
英
社
､

一
九
七
五
-

一

〇
)
の
解
説
に
よ
る
｡

(5
)
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
』
所
収
､
東
京
堂
出
版
､

一
九
八
四
-

九
)｡
な
お
､
『山
海
経
』
な
ど
に
は

｢毛
人
｣

で
な
-

｢毛
民
｣
と
し
て
出
て

-
る
件
に
関
し
て
だ
が
､
児
島
氏
は
｢
(前
略
)
意
味
か
ら
す
れ
ば
､
毛
民
も
毛

人
も
同
じ
で
あ
る
し
､
『宋
書
』
に

｢毛
人
｣

を
採
用
し
､
『旧
居
書
』
に
も

｢山

外
即
毛
入
国
也
｣

と
使
用
し
て
い
る
の
で
､
毛
民
と
毛
人
の
間
に
意
味
の
差
異

は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｣

と
し
て
い
る
｡
ま
た
晋
の
郭
嘆
の

注
か
ら
､
｢毛
人
｣

と

｢毛
民
｣

が
同

1
で
あ
る
こ
と
を
､
こ
こ
で
確
認
し
て
お

き
た
い
｡
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(6
)
荒
木
陽

一
郎

｢
[東
北
古
代
史
研
究
講
座
]
蝦
夷
の
呼
称
･表
記
を
め
ぐ
る
請

問
題
-
第
二
回

｢夷
｣
表
記
の
意
味
の
変
化
に
つ
い
て
-
ヒ
ナ
と
エ
ミ
シ
ー
｣

(『弘
前
大
学
国
史
研
究
』
八
八
､

1
九
九
〇
I
三
)
に
て
詳
し
い
こ
と
は
述
べ

た
｡

(7
)
註
6
に
同
じ
｡

(8
)
児
島
恭
子

｢
｢
エ
ミ
シ
｣
｢
エ
ゾ
｣
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
｣
(『別
冊
宝
島

E
X

ア
イ
ヌ
の
本
』
所
収
'
宝
島
社
'

一
九
九
三
-
九
)0

(9
)
荒
木
陽

一
郎

｢
[東
北
古
代
史
研
究
講
座
]
蝦
夷
の
呼
称
･表
記
を
め
ぐ
る
諸

問
題
-
第
三
回

十
世
紀
以
降
の

｢蝦
夷
｣
表
記
と

｢停
囚
｣
表
記
に
つ
い
て

-

｣
(『弘
前
大
学
国
史
研
究
』
八
九
㌧

一
九
九
〇
-

一
〇
)0

(10
)
註
I
に
同
じ
｡

(11
)
こ
の
諸
説
整
理
に
関
し
て
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
)
と
菊
池
徹
夫
｢蝦

夷

(カ
イ
)
説
再
考
｣
(『史
観
』

二

一〇
､

一
九
八
九
-
≡
)
を
参
考
に
し
た
｡

(12
)
本
居
宣
長

『古
事
記
伝
』
二
十
七
之
巻
｡

(13
)
村
上
島
之
丞

『蝦
夷
島
奇
観
』
(
一
七
九
九
)､
松
浦
武
四
郎

『天
塩
日
誌
』

(
一
八
六

一
)0

(14
)
坪
井
九
馬
三

｢蝦
夷
考
｣
(『考
古
学
雑
誌
』
四
-
三
､

一
九

一
三
-

一
一
)
0

(15
)
金
田

一
京
助

『ア
イ
ヌ
の
研
究
』
(内
外
書
房
､

一
九
二
五
-
二
)'
大
野
晋

『日
本
語
の
起
源
』
(岩
波
新
書
青
版
二
八
九
㌧
岩
波
書
店
'

1
九
五
七
-

九
)'
田
村
す
ず
子

｢
ア
イ
ヌ
語
と
日
本
語
｣
(『岩
波
講
座

日
本
語
』

二
一㌧

岩
波
書
店
'

一
九
七
八
)0

(16
)
喜
田
貞
吉

｢
｢蝦
夷
｣
か
ら

｢
ア
イ
ヌ
｣
へ
-
名
称
の
変
遷
｣
(『東
北
文
化
研

究
』
二
-

1～
四
㌧

一
九
二
九
-
四
･
五

･
九
㌧

1
九
三
〇
-
三
｡
そ
の
後
､

同

『喜
田
貞
吉
著
作
集
第
九
巻

蝦
夷
の
研
究
』
に
収
録
'
平
凡
社
'

一
九
八

〇
-
五
)0

(17
)
註
11
の
工
藤
論
文
に
よ
る
｡

(18
)
高
橋
富
雄

『蝦
夷
』
(吉
川
弘
文
館
'

一
九
六
三
-

一
〇
)'
『古
代
蝦
夷
-
そ

の
社
会
構
造
』
(学
生
社
'

一
九
七
四
-
七
)｡
新
村
出

｢日
本
語
か
ア
イ
ヌ
語

か
｣
(『民
族
と
歴
史
』
所
収
'

一
九
二
〇
-

一
二
)､
後
に

『新
村
出
全
集
』
第

一
巻

(筑
摩
書
房
'

一
九
七
一
-
四
)
に
収
録
｡

(19
)
山
田
秀
三

｢
ア
イ
ヌ
語
族
の
居
住
範
囲
｣
(新
野
直
吉
･山
田
秀
三
編

『北
方

の
古
代
文
化
』
'
毎
日
新
聞
社
､

一
九
七
四
-
七
)､
後
に

『ア
イ
ヌ
語
地
名
の

研
究
』
第

一
巻

(山
田
秀
三
著
作
集
､
草
風
館
､

一
九
八
二
-
六
)
に
収
録
｡

山
田
氏
は
晩
年
､
関
東
北
部
か
ら
新
潟
県
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
研
究
し
､
｢南
の

ア
イ
ヌ
語
地
名
?
-
福
島
県
'
関
東
北
辺
の
散
策
記
-

｣
(『北
奥
古
代
文
化
』

一
七
㌧

一
九
八
六
-

一
一
)
や

『東
北

･
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
』
(草
風
館
'

一
九
九
三
-
八
)
を
発
表
さ
れ
て
い
る
が
'
研
究
半
ば
で
お
亡
-
な
り
に
な
っ

た
｡

(20
)
山
田
秀
三

｢
ア
イ
ヌ
地
名

･
ア
イ
ヌ
語
の
古
さ
｣
(『北
海
道
考
古
学
』

一
二
㌧

一
九
七
六
-
三
､
後
に

『ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
』
第

一
巻

(前
掲
註
19
)
に

収
録
)､
及
び

『東
北

･
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
』
(前
掲
註
19
)0

(21
)
千
葉
大
学
文
学
部
助
教
授

(ア
イ
ヌ
語
)
中
川
裕
氏
と
の
会
話
に
示
唆
を
得

た
｡

(22
)
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
･
一
九
八
六
年
五
月
例
会
報
告
-
於
･
早
稲
田
大
学
‥
･)
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の
口
頭
報
告
に
示
唆
を
得
た
｡
な
お
､
報
告
要
旨
が
次
の
紀
要
に
収
録
さ
れ
て

い
る

(幹
事
田
村
す
ず
子

｢北
方
言
語

･
文
化
研
究
会
成
果
報
告

(18
)
｣
『早

稲
田
大
学
語
学
教
育
研
究
所
紀
要
』
三
五
､

一
九
八
七
)0

(23
)
浅
井
亨
｢蝦
夷
語
の
こ
と
｣
(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
)0

(24
)
児
島
恭
子

｢
エ
ゾ
の
語
源
に
つ
い
て
｣
(前
掲
註
22
)
の
レ
ジ
ュ
メ
に
よ
る
｡

(25
)
註
23
､
註
24
に
同
じ
｡

(26
)
註
22
に
同
じ
｡

(27
)
註
11
の
菊
池
論
文
に
よ
る
｡

(28
)
註
I
に
同
じ
｡

(29
)
児
島
恭
子
氏
も
註
22
の
報
告
要
旨
の
中
で

｢用
例
の
収
集
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
､
ア
イ
ヌ
､
ク
ル
や
ピ
ト
､
カ
ム
イ
と
の
対
比
と
合
せ
て
エ
ン
チ
ウ
の
意
味

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
､
基
本
的
な
作
業
を
抜
き
に
し
て
エ
ゾ
の
語
源
と
し
て

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡

(30
)
諏
訪
哲
郎

｢東
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
モ
ン
パ
族
の
文
化
語
嚢
に
見
ら
れ
る
チ
ベ
ッ
ト

語
か
ら
の
借
用
-
モ
ン
パ
族
の
基
層
文
化

へ
の
接
近
の
試
み
-
｣
(『学
習
院
大

学
文
学
部
研
究
年
報
』
二
九
､

一
九
八
三
-

三
)0

(31
)
佐
々
木
利
和

｢
ア
イ
ヌ
イ
タ
ク

ヱ
ラ
ム

ア
ナ
｣
(『歴
史
評
論
』
四
八

一
､

一
九
九
〇
-
五
)0

(32
)
白
尾
忠
悦

｢交
通
と
言
語
-

蝦
夷
か
ら
北
海
道
の
場
合
-
｣
(『歴
史
評
論
』

四
五
七
､

一
九
八
八
-
五
)0

(33
)
佐
々
木
利
和

｢中
古

･
中
世
に
お
け
る
蝦
夷
の
風
俗
に
つ
い
て
-
聖
徳
太
子

絵
伝
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
｣
(北
海
道
文
化
財
保
護
協
会

『北
海
道
の
文
化
』

二
五
､

1
九
七
二
-
八
)0

(34
)
例
え
ば
､
北
海
道

･
東
北
史
研
究
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
菊
池
徹
夫

氏
を
中
心
と
す
る
議
論

(『北
か
ら
の
日
本
史
』
第
2
集
､
三
省
堂
､

一
九
九
〇

1
七
お
よ
び

『海
峡
を
つ
な
ぐ
日
本
史
』
三
省
堂
'

一
九
九
三
-
七
を
参
照
)

や
､
菊
池
徹
夫

｢
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
擦
文
文
化

･
ア
イ
ヌ
文
化
と
の
関
係
｣

(大
井
晴
男
編

『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
･
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
諸
問
題
1
そ
の
起
源
･

展
開
･社
会
･変
容
-
』
所
収
､
学
生
社
'

一
九
八
二
-

二

一｡
後
に
菊
池

『北

方
考
古
学
の
研
究
』
に
収
録
､
六
輿
出
版
､

1
九
八
四
-

〓

1)
な
ど
｡

(35
)
こ
れ
以
外
に
も
､
土
器
な
ど
に
書
か
れ
た
出
土
文
字
史
料
に
も
所
見
が
あ
る

が
､
集
成
し
き
れ
ず
､
こ
こ
で
は
省
略
す
る
｡

(36
)
平
林
文
雄

『参
天
台
五
重
山
記

校
本
並
に
研
究
』
(風
間
書
房
､

一
九
七
八

-

六
)､
ま
た
､
こ
の
史
料
の
存
在
な
ど
に
つ
い
て
は
､
石
上
英

一
｢古
代
東
ア

ジ
ア
地
域
と
日
本
｣
(『講
座
日
本
歴
史

二
､
古
代
2
』
所
収
､
東
京
大
学
出

版
会
､

一
九
八
四
-

二

一)
に
多
-
示
唆
を
得
た
｡

(37
)
佐
伯
有
清

｢古
代
蝦
夷
史
に
つ
い
て
の
一
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
)
の
表
を
も
と
に
'

加
筆
し
て
作
成
し
た
｡

(38
)
高
橋
富
雄

『古
代
蝦
夷
』
(前
掲
註
18
)0

(39
)
加
藤
謙
吉

『蘇
我
氏
と
大
和
王
権
』
(第
三
-

一
蘇
我
氏
の
地
方
進
出
形
態
､

吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
三
-

一
二
)0

(40
)
塚
口
義
信

｢蘇
我
蝦
夷

･
入
鹿
の
名
の
由
来
｣
(『東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』

五
〇
号
記
念
特
大
号
､

一
九
八
七
-

こ
｡

(41
)
註
37
論
文
に
よ
る
｡
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(42
)
門
脇
禎
二

『蘇
我
蝦
夷

･
入
鹿
』
(吉
川
弘
文
館
､

一
九
七
七
-

二

一)

(43
)
註
5
に
同
じ
｡

(44
)
『記
紀
』
の

｢蝦
夷

(蟻
)
｣

例
は
八
〇
箇
所
以
上
あ
る
が
､
こ
れ
ら
の
う
ち

当
初
か
ら
訓
注
で
エ
ミ
シ
と
訓
む
と
し
て
あ
る
も
の
は

1
箇
所
も
な
い
｡
し
た

が
っ
て

『記
紀
』
成
立
当
初
､
こ
れ
ら
を
何
と
訓
む
べ
き
も
の
と
し
て
表
記
し

た
の
か
明
ら
か
で
な
い
｡
『日
本
書
紀
』
の
平
安
期
の
古
訓
(例
え
ば
永
治
二
(
一

一
四
二
)
年
の
宮
内
庁
図
書
寮
本
)
に
は
エ
ミ
シ
､
エ
ヒ
シ
､
エ
ヒ
ス
が
混
在

し
て
い
る
｡
言
葉
の
意
味
は
置
い
て
お
-
と
し
て
､
単
に
古
さ
か
ら
考
え
れ
ば
'

エ
ミ
シ
は
神
武
紀
歌
謡
に

｢愛
瀦
詩
｣

と
い
う
形
で
見
え
て
い
る
点
､
対
す
る

エ
ビ
ス
は
養
老
期
に
下
り
そ
う
な
点

(『釈
日
本
紀
』
秘
訓
四
｢養
老
説
｣

で
｢蝦

夷
｣

を

｢衣
比
須
｣
と
し
て
い
る
ほ
か
､
養
老
五

(七
二
一
)
年
の
下
総
園
葛

飾
郡
大
嶋
郷
戸
籍
に

｢孔
王
部
衣
比
須
｣

と
い
う
人
名
が
見
え
る
)
か
ら
､
エ

ミ
シ
ー
エ
ビ
シ
ー
エ
ビ
ス
と
い
う
変
遷
が
想
定
で
き
る

(以
上
'
児
島
恭
子
前

掲
註
5
･
註
22
を
参
考
に
し
た
)0

(45
)
中
村
明
蔵

｢肥
人
を
め
ぐ
る
諸
問
題
｣

(

『隼
人
文
化
』

二
二
･
一
五
に
初
出
｡

そ
の
後
'
同

『熊
襲
･隼
人
の
社
会
史
研
究
㌔

名
著
出
版
､

一
九
八
六
-
五
に

収
録
)0

(46
)
註
18
､
註
37
に
同
じ
｡
以
下
､
佐
伯
氏
の
説
は
､
こ
の
註
37
論
文
に
よ
る
｡

(47
)
註
42
に
同
じ
｡

(48
)
虎
尾
俊
哉

『若
い
世
代
と
語
る
日
本
の
歴
史
10

律
令
国
家
と
蝦
夷
』
(評
論

社
'

一
九
七
五
-
七
)0

(49
)
註
3
に
同
じ
｡

(50
)
註
23
に
同
じ
｡

(51
)
註
5
に
同
じ
｡

(52
)
註
11
に
同
じ
｡

(53
)
註
23
に
同
じ
｡

(54
)
註
11
の
菊
池
論
文
に
よ
る
｡

(55
)
こ
れ
ら
の
表
記
の
初
見
は
､
｢蝦
秋
｣

が

『続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
元

(六
九

七
)
年
十
二
月
庚
辰
条
､
｢蝦
賎
し
が

『同
』
宝
亀
六

(七
七
五
)
年
三
月
丙
辰

条
､
｢蝦
虜
｣

が

『同
』
延
暦
八

(七
八
九
)
年
七
月
丁
巳
条
で
あ
る
｡

(56
)
坂
本
太
郎

｢日
本
書
紀
と
蝦
夷
｣

(

古
代
史
談
話
合
編

『蝦
夷
』
所
収
'
朝
倉

書
店
､
一
九
五
六
-

五
)､
の
ち
に
同
氏
『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
)0

(5
)
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
)｡
ほ
か
､
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
､

一
九
八
六
-

≡
)
や
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
)
な
ど
を
参
照
し
た
｡

(58
)
『日
本
書
紀
』
大
化
三

(六
四
七
)
年
是
歳
条
に
｢浮
足
柵
｣
､
『同
』
大
化

四

(六
四
八
)
年
是
歳
条
に

｢磐
舟
柵
｣､
『同
』
斉
明
天
皇
四

(六
五
八
)
年
七

月
辛
巳
朔
甲
中
条
に

｢都
岐
沙
羅
柵
｣

が
初
め
て
登
場
す
る
｡

(59
)
工
藤
雅
樹

『日
本
の
古
代
遺
跡
15

宮
城
』
(保
育
社
､

一
九
八
四
-

一

〇
)0

(60
)喜
田
貞
吉

｢
｢蝦
夷
｣

か
ら

｢
ア
イ
ヌ
｣

へ
-
名
称
の
変
遷
｣

(

前
掲
註
16
)0

(61
)
藤
津
義
美

｢中
国
史
書
に
於
け
る
蝦
夷
関
係
史
料
に
つ
い
て
｣
(『季
刊

岩
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手
史
学
研
究
』
二
､

一
九
四
九
-
二
)
｡

(62
)
北
村
文
治

｢伊
吉
連
博
徳
書
考
｣
(坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
会
編

『日
本
古

代
史
論
集
』
､
吉
川
弘
文
館
､

一
九
六
二
-
九
)

(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

二
章
第
二
節

･
第
三
章
第

一
節

･
第
三
章
第
二
節
を
元
に
､

一
部
新
し
い
研
究
成
果

を
取
り
入
れ
'
大
き
-
加
筆

･
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡

(あ
ら
き

･
よ
う
い
ち
ろ
う

神
奈
川
県
私
立
武
相
高
等
学
校
教
諭
)




