
は
じ
め
に

中
世
史
料

に
み
る

｢
蝦
夷

｣

に

つ

い

て

中
世
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る

｢蝦
夷
｣
の
用
例
は
'
古
代

･
近
世
と
比
較
し
て
非
常

(1}

に
少
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
し
か
も
'
弘
仁
二

(八

一
一
)
年
以
降
'
ほ
ぼ
用
い

ら
れ
な
く
な

っ
た
表
記
で
あ
り
'
｢蝦
夷
｣
か
ら

｢夷
｣

へ
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る

(2)

と
い
わ
れ
る
｡

こ
れ
以
降
の
表
記

｢蝦
夷
｣
は
'
荒
木
陽

一
郎
氏
の
整
理
に
し
た
が
う
と
'

①
元
慶
の
乱
関
係

②
津
軽
安
藤
氏
の
乱
関
係

③
四
至
の
境
界

･
流
刑
地
と
し
て
の

｢蝦
夷
が
千
島
｣

④
七

･
八
世
紀
の
蝦
夷
関
係
故
事

(聖
徳
太
子
の

｢蝦
夷
鎮
撫
｣
'
坂
上
田
村

麻
呂
の

｢蝦
夷
征
討
｣
な
ど
)

⑤
そ
の
他

(古
辞
書
類
)(3)

の
五
つ
に
分
類
で
き
る
と
い
う
.

①
は
'
こ
れ
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
史
料
に

｢蝦
夷
｣
が
登
場
す
る
訳
で
は
な
く
'

特
別
な
意
味
が
あ

っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
｡
そ
し
て
'
こ
れ
は

『
藤
原
安
則一T)

伝
』
を
著
し
た
三
善
清
行
の
表
記
認
識

(蝦
夷
認
識
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
｡

工

藤

大

④
は
'
七

･
八
世
紀
は

｢蝦
夷
｣
が
多
く
用
い
ら
れ
た
時
期
で
あ
り
'
古
典
に
範

1'.?)

を
求
め
た
結
果
用
い
ら
れ
た
表
記
で
あ
る
と
い
う
｡
⑤
の
ば
あ
い
も
'
こ
れ
と
同
じ

よ
う
に
古
典
へ
の
目
配
り
か
ら

｢蝦
夷
｣
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

③
は
'
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
軍
記

･
語
り
物
の
な
か
に
多
く
み
ら
れ

(6一
る
｡
し
か
し
'
諸
本
に
よ
っ
て
表
記
に
違
い
が
み
ら
れ
'
な
か
に
は
そ
う
し
た
詞
章

そ
の
も
の
が
な
い
も
の
さ
え
存
在
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
点
へ
の
目
配
り
も
必
要
で

は
な
い
か
と
思
う
｡

②
は
'
｢和
歌

･
物
語
｣
と
い
っ
た
も
の
を
除
く
と

｢総
て
津
軽
安
藤
氏
の
乱
に

(7一

関
す
る
記
述
｣
に
み
え
る
と
さ
え
い
わ
れ
る
用
例
で
あ
る
｡
と
い
う
こ
と
は
'
中
世

の

｢蝦
夷
｣
を
考
え
る
と
き
'
ま
ず
は
こ
の
用
例
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え

よ
う
｡
さ
ら
に
'
こ
の
用
例
は

｢武
家
側
の
認
識
で
あ
り
'
公
家
側
の
認
識
で
は
な

(8)

っ
か
た
｣
と
も
'
｢蝦
夷
-
安
藤
氏
と
の
強
固
な
観
念
の
存
在
す
る
こ
と
が
読
み
と

{9)

れ
る
｣
と
も
い
わ
れ
る
｡

さ
て
'
小
稿
で
は
'
こ
の
う
ち
表
記

｢蝦
夷
｣
の
中
世
的
な
用
例
と
考
え
ら
れ
る

②
と
③
と
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡
も
ち
ろ
ん
'
③
を
示
す
よ
う
な
語

り
物
史
料
を
扱
う
こ
と
は
不
慣
れ
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
て
い
る
が
'
あ
え

て
諸
本
間
の
表
記
の
違
い
に
注
意
を
払

っ
て
み
た
い
｡
ま
た
'
②
で
は

｢武
家
側
の

4 0



認
識
で
あ
り
'
公
家
側
の
認
識
で
は
な
っ
か
た
｣
と
い
う
点
に
注
目
し
て
み
た
い
｡

と
い
う
の
は
'
②
を
中
世
の

｢蝦
夷
｣
を
代
表
す
る
よ
う
な
用
例
で
あ
る
と
し
た
と

き
'
古
代
の

｢蝦
夷
｣
は
'
い
わ
ば
朝
廷
の
認
識
で
あ
り
'
中
世
の

｢蝦
夷
｣
は

｢武
家
側
｣
す
な
わ
ち
'
鎌
倉
幕
府
及
び
そ
の
周
辺
の
人
々
認
識
と
い
う
こ
と
に
な

り
'
必
ず
し
も
古
代
か
ら
の
連
続
面
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
｡

大
臣
'
入
鹿
大
臣
'
長
野
大
臣
'
金
村
大
臣
'
恵
美
大
臣
に
至
る
ま
で
'
既
に

八
人
に
及
べ
り
｡
さ
れ
ど
も
氏
長
者
た
る
者
'
弓
箭
の
先
に
懸
る
た
め
し
末
だ

聞
か
ず
｡
あ
は
れ
取
り
も
替
る
物
な
ら
ば
'
忠
実
が
命
に
香

へ
て
ま
し
'
悲
し

き
か
な
｡
蘇
武
が
胡
国
に
赴
き
し
も
'
二
度
漢
家
万
里
の
月
に
帰
り
'
院
君
が

仙
洞
に
入
り
L
も
'
秦
室
七
世
の
風
に
帰
り
き
｡
頼
長

一
度
去
っ
て
再
会
何
の

時
を
か
待
た
ん
｡
か
ひ
な
き
命
だ
に
あ
ら
ば
'
縦
不
返
の
流
罪
に
行
は
る
と
も
'

忽
に
失
は
る
こ

｣と
は
よ
も
あ
ら
じ
｡
若~
u
剰
尋

叫
1
｣珊
国
利
幽
魂

一

語
り
物
の
な
か
の

｢蝦
夷
｣
-

『保
元
物
語
』
を
中
心
に
-

の
奥
ま
で
も
遠
路
を
凌
ぎ
て
駒
に
鞭
を
も
打
ち
て
ま
し
｡
若
し
西
海
に
左
遷
せ

ま
ず
は
'
③
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡
と
く
に
'
③
に
は
語
り

物
が
多
く
'
史
料
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
あ
る
が
'
繁
を
い
と
わ

ず
に
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

r;)

【
史
料

一
】
『平
家
物
語
』
巻
第

二

｢腰
越
の
事
｣

大
臣
殿

｢あ
は
れ
如
何
に
も
し
て
今
度
の
命
を
助
け
て
た
べ
｣
と
ぞ
宣
ひ
け
る
｡

判
官

｢さ
候
へ
ば
と
て
'
御
命
失
ひ
奉
る
ま
で
は
よ
も
候
は
じ
｡
た
と
ひ
さ
候

と
も
'
義
経
か
く
て
候

へ
ば
'
今
度
の
勲
功
の
賞
に
申
し
香

へ
て
'
御
命
ば
か

り
を
ば
助
け
奉
ら
ん
｡
さ
り
な
が
ら
も
'
遠
き
国
造
の
島
へ
も
移
し
ぞ
遣
り
ま

ゐ
ら
せ
ん
ず
ら
ん
｣
と
申
さ
れ
た
り
け
れ
ば
'
大
臣
殿

｢仮
令
蝦
夷
が
千
島
な

り
と
も
'
命
だ
に
あ
ら
ば
｣
と
宣
ひ
け
る
こ
そ
口
惜
し
け
れ
｡

(;I

【史
料
二
】
『保
元
物
語
』
巻
之
二

｢左
府
御
最
後
付
大
相
国
御
嘆
事
｣

蕪
に
国
史
を
勘
ふ
る
に
'
大
臣
課
を
請
く
る
こ
と
そ
の
例
多
し
｡
天
竺

･
震
旦

を
ば
暫
く
お
き
'
日
本
わ
が
朝
に
は
円
大
臣
よ
り
始
め
て
そ
の
数
あ
り
｡
円
大

臣
'
雄
略
天
皇
に
討
た
れ
奉
り
て
よ
り
以
来
'
真
鳥
大
臣
'
守
屋
大
臣
'
豊
柿

ら
れ
ば
'
鬼
海
が
島
の
果
ま
で
も
船
に
竿
を
も
差
す
べ
き
に
'
行
き
て
帰
ら
め

釧
矧
憩
u
暑

q
封
O

(傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
)

一‖▼

【史
料
三
】
『曽
我
物
語
』
巻
第
四

｢小
二
郎
か
た
ら
ひ
ゑ
ざ
る
事
｣

一

平
家
の
世
に
は
'
伊
豆

･
駿
河
に
て
'
敵
を
う
ち
た
る
人
も
'
武
蔵

･
相
模

･

41

安
房

･
上
総
へ
も
き
こ
え
め
れ
ば
'
さ
て
の
み
こ
そ
あ
れ
｡
当
代
に
は
'
い
さ

一

･
か
も
悪
事
す
る
者
は
'
蝦
夷
が
千
島

へ
い
た
り
て
も
'
そ
の
科
の
が
れ
が
た

し
｡

(_3)

【
史
料
四
】
『義
経
記
』
巻
五

｢忠
信
吉
野
山
の
合
戦
の
事
｣

君
の
御
供
と
だ
に
思
ひ
参
ら
せ
候
は
ば
'
西
は
西
海
の
博
多
の
津
'
北
は
北
山
'

佐
渡
の
島
'
東

[は
]
蝦
夷
の
千
島
ま
で
も
御
伴
申
さ
ん
ず
る
ぞ
'

こ
れ
ら
は
'
い
ず
れ
も
表
記

｢蝦
夷
｣
の
周
辺
で
似
た
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て

(Z)

お
り
'
｢中
世
軍
記

･
語
り
物
の
常
套
句
｣
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'

そ
の
背
景
に
は

｢
こ
れ
ら
の
作
品
を
生
み
だ
L
t
か
つ
享
受
し
た
人
び
と
の
日
本
の

(-3)

範
囲
に
つ
い
て
の
共
通
の
理
解
｣
が
あ
っ
た
と
い
う
｡

こ
の
う
ち
'
【史
料
三
】
と

【史
料
四
】
は
荒
木
氏
も
取
り
あ
げ
て
お
り
'
【史
料



二
】
以
外
の
四
つ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

｢蝦
夷
が

(
の
)
千
島
｣
の

｢蝦
夷
｣
に
つ

い
て
'
｢む
し
ろ

一
般
的
な

｢夷
｣
な
ど
の
言
い
換
え
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
と
考

〈ー6)

え
ら
れ
る
｣
と
い
う
｡

ま
た
'
【史
料
三
】
の

『曽
我
物
語
』
に
つ
い
て
触
れ
た
と
こ
ろ
で
は
'
｢諸
本
に

(17)

よ
っ
て
性
格
が
か
な
り
異
な
る
｣
と
い
う
｡
た
し
か
に
'
角
川
源
義
氏
が
真
字
本
の

｢祖
本
｣
で
あ
る
と
す
る

｢抄
本
寺
本
｣
に
は

｢蝦
夷
の
千
島
｣
と
い
う
表
現
は
な

I柑
一

い
｡
『
曽
我
物
語
』
の
真
字
本
か
ら
流
布
本
へ
の
変
遷
は
複
雑
な
経
過
を
た
ど
る
と

(_9)

{…o
)

い
わ
れ
'
【史
料
三
】
は

｢古
本
か
ら
流
布
本
へ
の
過
程
を
示
し
て
い
る
｣
と
い
う
｡

そ
し
て
'
流
布
本
で
も

｢蝦
夷
が
千
嶋
｣
の
用
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
こ
で

の

｢蝦
夷
｣
は
'
お
そ
ら
く
は
'
後
出
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

【史
料

こ

の

『
平
家
物
語
』
の
ば
あ
い
も
'
鎌
倉
時
代
に
は
存
在
し
て
い
た
こDⅧ

E

と
は
動
か
な
い
と
い
う

｢延
慶
本
｣
に
は
こ
の
よ
う
な
詞
章
は
な
い
よ
う
で
あ
る
L
t

U榔〔

詞
章
が
あ
っ
て
も
仮
名
で

｢ゑ
ぞ
が
千
島
｣
と
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
｡

さ
ら
に
'
【
史
料
四
】
の

『義
経
記
』
は
'
伝
本
間
で
の
異
同
は
少
な
い
と
い
わ

れ
る
が
'
こ
れ
と
は
系
統
が
異
な
り

｢比
較
的
純
粋
本
文
を
そ
の
ま
ま
筆
写
し
た

一23)

(21▼

本
｣
で
あ
る
と
い
う

｢田
中
本
｣
で
も
'
仮
名
で

｢ゑ
ぞ
の
ち
し
ま
｣
と
表
記
さ
れ

て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
こ
れ
ら
語
り
物
史
料
に
み
え
る
表
記

｢蝦
夷
｣
の
ば
あ
い
'
写
本

間
の
異
同
に
つ
い
て
の
目
配
り
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
筆

者
に
は
こ
れ
に
応
え
る
だ
け
の
準
備
が
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
'
い
く
つ
か
の

異
本
を
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
た

【史
料
二
】
の

『保
元
物
語
』
を
材
料
と
し
て
検

討
を
試
み
て
み
た
い
｡

(i(ir')

ま
ず
'
【史
料
二
】
は

｢流
布
本
｣
を
底
本
と
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
'
そ
の

所
蔵
先
な
ど
に
つ
い
て
は

(筆
者
は
)
分
か
ら
な
い
｡
そ
こ
で
'
こ
の
系
統
の
古
活

字
本
で
は
最
も
保
存
の
よ
い
本
で
あ
る
と
い
う

｢宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
｣
か
ら
'

兎
)

【史
料
二
】
の
傍
線
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡
ま
た
'
参
考
ま
で

に
'
引
用
中
の
カ
ッ
コ
内
に
同
系
統
の

｢東
京
教
育
大
学
附
属
図
書
館
蔵
古
活
字

(27)
本
｣
と
の
異
同
を
示
し
て
お
い
た
｡

若
東
国
に
講
屈
せ
ば
'
津
軽
や
夷
の
お
く
ま
で
も
'
遠
路
を
し
の
ぎ
て
駒
に
鞭

を
も
う
ち
て
ま
し
｡
若
し

(も
し
)
西
海
に
左
遷
せ
ら
れ
ば
'
鬼
海
が
島
の
は

て
ま
で
も
'
舟
に
樟
を
も
さ
す
べ
き
に
'
逝
き
て

(逝
て
)
帰
ら
ぬ
別
程
'
悲

し
き
事
は
な
き
ぞ
と
よ
｡

と
な
っ
て
お
り
'
｢蝦
夷
｣
が

｢夷
｣
と
な
っ
て
い
る
｡U叫

n

つ
ぎ
に
'
｢現
存
写
本
中
'
古
く
は
最
も
流
布
し
た

類

｣

と
い
わ
れ
て
い
る

｢金

刀
比
羅
本
｣
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡
こ
れ
は
'
【史
料
二
】
の
系
統
と
は
詞

章
が
異
な
る
の
で
'
少
々
長
く
な
っ
て
し
ま
う
が
'
相
当
部
分
を
す
べ
て
あ
げ
て
お

〕鑑C

く
こ
と
に
し
た
い
｡

｢
(前
略
)
僑
史
書
を
勘
る
に
'
大
臣
諌
鼓
せ
ら
る
ゝ

こ
と
'
天
竺

･
震
旦
は

勝
計
す
べ
か
ら
ず
｡
日
本
我
朝
に
は
'
円
大
臣
よ
り
恵
美
大
臣
に
い
た
る
ま
で
'

既
に
八
人
な
り
｡
左
府

一
人
が
事
と
は
お
も
は
ね
ど
も
'
遠
流
の
帰
事
な
き
辛

に
は
を
こ
な
は
る
ゝ
と
も
'
死
罪
に
は
よ
も
を
こ
な
は
れ
じ
O
西
国

矧

4 2

贋
'
雲
の
な
み
煩
の
な
み
を
し
の
ぎ
て
も
'
左
府
有
と
聞
え
な
ば
'
舟
に
樺
を

も
さ
し
て
ま
し
｡
東
は
阿
古
流
や
津
軽

･
停
囚
が
千
島
な
り
共
'
左
府
住
と
し

引
忍
ば
要

り
.
只
生
を
隔
る
な
ら
ひ
こ
そ
か
な
し
け
れ

や
｡｣
と
て
'
御
涙
に
む
せ
ば
せ
給
ひ
け
り
｡
｢蘇
武
が
胡
国
に
没
せ
L
t
終
に

漠
帝
の
龍
顔
を
拝
せ
ず
｡
劉
院
が
仙
家
に
入
L
t
な
を
七
世
の
玄
孫
を
あ
ひ
み



た
り
き
｡
栖
を
他
郷
に
隔
と
い
へ
共
'
命
あ
れ
ば
み
な
め
ぐ
り
あ
ふ
事
を
得
た

り
｡
悲
し
き
か
な
'
生
て
再
び
み
ぎ
り
し
そ
の
姿
'
恨
し
き
か
な
や
'
別
て
後

い
づ
れ
の
時
を
か
た
の
む
べ
き
｡
(後
略
)｣

(傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
)

と
あ
る
｡
さ
ら
に
'
こ
の
系
統
の
も
の
を
い
く
つ
か
み
て
お
く
と

(傍
線
部
の
み
)'

西
ハ
鬼
海

･
高
麗
'
雲
の
な
み
け
ふ
り
の
波
を
し
の
く
と
も
'
左
府
有
と
聞
え

な
は
'
舟
に
樟
を
も
さ
し
て
ま
し
｡
東
ハ
阿
古
流
や
津
軽

･
停
ノ
国
千
嶋
な
り

と
も
'
左
府
住
と
し
る
な
ら
は
'
駒
二
鞭
を
も
う
ち
ぬ
へ
し
｡

(30)

(｢東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
本
｣
)

西
ハ
鬼
海

二
口同
慶
'
雲
の
波
煙
の
浪
を
凌
て
も
'
左
府
有
と
聞
え
な
は
'
舟
に

樟
さ
し
て
ま
し
｡
東
ハ
阿
古
流
や
津
軽

･
夷
力
千
嶋
な
り
と
も
'
左
府
住
と
し

り
な
ら
は
'
駒
に
鞭
を
も
打
ぬ
へ
し
｡

lr;)

(｢学
習
院
大
学
図
書
館

(九
条
家
旧
蔵
)
本
｣)

西
ハ
鬼
海

･
高
腰
'
雲
の
波
霞
の
波
を
凌
く
も
'
左
府
有
と
聞
な
ら
ハ
'
舟
悼

さ
し
て
も
な
と
か
行
さ
ら
ん
｡
東
ハ
阿
古
流

･
津
軽

･
停
囚
か
千
嶋
也
と
も
'

左
府
住
と
知
な
ら
は
'
駒
に
鞭
を
打
て
も
行
へ
き
に
'

(?.J1

(｢陽
明
文
庫
蔵

(
一
)
本
｣)

西
ハ
鬼
海

二
鳥
麗
'
雲
の
浪
煙
の
波
を
凌
と
も
'
左
府
あ
り
と
き
こ
え
な
は
'

船
に
樟
を
も
さ
し
て
ま
し
｡
東
は
阿
古
流
や
津
軽

･
停
囚
力
千
嶋
な
り
と
も
'

左
府
住
と
知
な
ら
ハ
'
約
二
む
ち
を
も
打
ぬ
へ
し
.

]雌C

(｢陽
明
文
庫
蔵
宝
徳
三
年
奥
書
本
｣
)

と
あ
る
｡

(朗

)

大
井
善
寿
氏
に
よ
る
こ
の
系
統
の
三
分
類
に
し
た
が
う

と

'

｢金
刀
比
定
本
｣
は

B
系
列
で
'
右
の
四
例
は
い
ず
れ
も
C
系
列
に
分
類
で
き
る
と
い
う
｡
そ
し
て
t
B

系
列
の
本
文
は
他
の
系
列
よ
り
も
後
出
の
も
の
で
'
｢C
系
列
は
や
や
原
金
刀
本
に

近
い
本
文
を
伝
え
て
｣
い
る
と
い
う
｡

と
こ
ろ
で
'
｢流
布
本
｣
の
系
統
で
は
'
西
の

｢鬼
界
が
島
｣
'
東
の

｢津
軽
や
夷

の
お
く
｣
(
｢宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
｣
)
と
あ
り
'
｢金
刀
比
羅
本
｣
の
系
統
で
は
'

西
の

｢鬼
海

･
高
贋
｣
'
東
の

｢阿
古
流
や
津
軽

･
停
囚
力
千
嶋
｣
(
｢金
刀
比
羅

本
｣
)
と
な
っ
て
い
る
が
'
い
ず
れ
の
系
統
で
も
表
記
に
ゆ
れ
が
生
じ
て
い
る
の
は
'

｢夷
｣
｢停
囚
が
千
嶋
｣
の
部
分
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
み
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
｡

そ
こ
で
'
つ
ぎ
に

｢鎌
倉
末
期
の
保
元
物
語
を
再
現
す
る
た
め
の
第

一
文
献
で
あ

り甜〔
る
｣
と
い
う

｢半
井
本
｣
を
み
な
が
ら
そ
の
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に

(36
Y

L
よ
う
｡

密
二
国
史
ヲ
勘
レ
バ
'
大
臣
諌
教
ヲ
得
事
'
天
竺

･
震
旦
ハ
挙
テ
カ
ゾ
ウ
ル
二

不
及
｡
日
本
吾
朝
二
ハ
'
円
大
臣
ヨ
リ
恵
美
大
臣
二
至
マ
デ
'
既
二
八
人
也
0

左
府

一
人
ノ
事
二
非
ズ
ー
思
へ
共
'
氏
ノ
長
者
タ
ル
人
ノ
矢
二
中
テ
死
事
無
ゾ
.

哀
'
取
替
ル
物
ナ
ラ
バ
'
入
道
ガ
命
二
左
府
ガ
命
ヲ
替
テ
マ
シ
｡
悲
哉
'
蘇
武

ガ
胡
国
へ
趣
シ
モ
'
二
度
漠
官
万
里
ノ
月
二
乗
キ
.
院
君
ガ
仙
洞
二
人
シ
モ
'

又
秦
室
七
世
ノ
風
二
帰
キ
｡
左
府
ハ
一
度
行
テ
後
'
何
時
二
力
可
来
｡
東
二
有

卜
聞
バ
'
エ
ズ
ガ
住
ナ
ア
ル
ア
ク
ロ
'
ツ
ガ
ル
へ
モ
'
ナ
ド
カ
馬
二
鞭
ヲ
モ
可

不
打
｡
西
二
有
卜
聞
バ
'
鬼
海
島
ノ
方

へ
モ
'
ナ
ド
カ
船
樟
ヲ
モ
可
不
指
｡
左

府
ハ
遠
流
ノ
還
期
ナ
キ
罪
二
被
行
共
'
命
ダ
ニ
不
失
ハ
'
帰
京
'
恩
赦
ノ
時
ヲ

コ
ソ
待
マ
シ
カ
｡

は
な
し
が
あ
と
さ
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
'
『保
元
物
語
』
諸
本
の
系
統
は
'

13)

t38)

｢金
刀
比
羅
本
｣
を
古
い
も
の
と
す
る
説
'
｢流
布
本
｣
を
古
い
も
の
と
す
る
説
も

43



あ
る
が
'
｢文
保

･
半
井
本
｣
を
古
態
と
す
る
の
が
通
説
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る

よ
う
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
は
'
時
間
的
な
も
の
で
は
な
く
'

｢創
作
圏

(お
そ
ら
く
は
語
り
物
伝
播
者
の
流
派
)
そ
し
て
'
あ
る
い
は
'
享
受
圏

の
差
異
を
示
す
｣
と
も
い
わ
れ
'
｢文
保

･
半
井
本
｣
か
ら

｢金
刀
比
羅
本
｣
｢流
布

(39
)

本
｣
が
そ
れ
ぞ
れ
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
｡

右
の
引
用
部
分
に
限
っ
て
い
う
と
'
そ
の
構
成
は

｢流
布
本
｣
に
近
い
が
'
こ
こ

で
注
目
し
て
い
る
部
分
で
は
'
西
の
部
分
は

｢流
布
本
｣'
東
の
部
分
は

｢金
刀
比

羅
本
｣
で
あ
る
と
い
う
両
者
の
折
衷
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
｡

ま
た
'
｢半
井
本
｣
に
は

｢
エ
ズ
ガ
住
ナ
ル
ア
ク
ロ
'
ツ
ガ
ル
｣
と
い
う

一
節
が

あ
る
が
'
｢文
保

･
半
井
本
｣
か
ら

｢金
刀
比
羅
本
｣
へ
の
過
渡
的
な
要
素
を
も
つ

(10)

一=ー)

伝
本
で
あ
る
と
い
う

｢京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
｣
で
は

｢ゑ
ぞ
が
す
む
な
る
千

島
｣
と
'
｢
ア
ク
ロ
'
ツ
ガ
ル
｣
に
相
当
す
る
部
分
が

｢千
島
｣
と
な
っ
て
い
る
｡

【
史
料

二

か
ら

【
史
料
四
】
の
う
ち
'
【
史
料
二
】
以
外
は
い
ず
れ
も

｢蝦

夷
｣

+
｢千
島
｣
の
形
と
な
っ
て
い
る
｡
【
史
料
二
】
も
'
す
で
に
み
て
き
た
よ
う

に

｢金
刀
比
羅
本
｣
で
は

｢惇
囚
｣
+

｢千
島
｣
の
形
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
'

後
掲
す
る

『
太
平
記
』
『延
慶
本
平
家
物
語
』
に
も
こ
の
形
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

｢

○
○｣

+

｢千
島
｣
の
形
は
'
こ
う
し
た
史
料
に
特
徴
的
な
表
現
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
う
し
た
形
の
表
記
は
'
確
実
に
呼
称
エ
ゾ
が
あ
ら
わ
れ
る

二

一世
紀
の
和
歌
か

ら
す
で
に
み
ら
れ
､
｢千
島
｣
や

｢み
ち
の
く
｣
｢
つ
か
ろ
｣
と
結
び
つ
い
た
例
が
多

(1)

(1)

い
と
い
う
｡
さ
ら
に
'
『袖
中
抄
』
第

一
九
で
あ
る
と
か

『御
伽
草
子
』
(
｢御
曹
子

(ll)

島
渡
｣
)
で
は
'
｢ゑ
ぞ
が
島
｣
=

｢千
島
｣
と
さ
え
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
う
か

{lTr,)

が
う
こ
と
が
で
き
る
｡

さ
て
'

｢金
刀
比
羅
本
｣
｢流
布
本
｣
で
の
表
記
の
ゆ
れ
は
'
｢
エ
ズ
｣
(｢文
保
本
｣

(S)

で
は

｢エ

ソ｣)
に
ど
の
よ
う
な
表
記
を
宛
て
る
か
と
い
う
'
呼
称
と
表
記
の
問
題

が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
つ
ま
り
'
呼
称
エ
ゾ
に
対
し
て

｢夷
｣
｢倖
囚
｣
｢蝦
夷
｣
と
い
う
表
記
が
並
列
的
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
｡
そ
し
て
'
｢夷
｣
｢倖
囚
｣
の
二
つ
の
表
記
の
う
ち
'
｢倖
囚
｣
は

二
二
世
紀

後
半
に
も
そ
の
用
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
'
こ
れ
ら
は
古
代
以
来
の
表
記
の
連
続
面

(17}

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(18)

さ
ら
に
'
『太
平
記
』
の
古
態
本
で
あ
る
と
い
う
甲
板
に
分
顕
さ
れ
る
も
の
に
は
'

(19)

｢夷
千
嶋
｣
の
用
例
が
あ
る
が
'
こ
れ
に
も

｢倖
囚
千
嶋
｣
と
さ
れ
る
も
の
も
み
ら

(50
-

れ
る
｡
こ
れ
は
'
『保
元
物
語
』
の

｢金
刀
比
羅
本
｣
の
系
統
で
の
表
記
の
ゆ
れ
と

▲17=)

一
致
し
て
い
る
｡
『延
慶
本
平
家
物
語
』

一
一
-
三

〇
に
も

｢夷
か
栖
な
る
千
島
｣

と
い
う
表
記
が
み
え
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
中
世
の
語
り
物
で
の
表
記
を
古
代
か
ら
の
連
続
面
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
表
記

｢蝦
夷
｣
は
後
出
の
も
の
で
あ
り
'

お
そ
ら
く
は
近
世
的
な
用
例
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
い
か

(い
ず
れ
も
古
活
字
本

の
よ
う
な

｢流
布
本
｣'
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
も
の
に
用
例
が
み
え
る
)｡
荒
木
氏

が
'
こ
こ
で
の

｢蝦
夷
｣
の
用
例
が

｢識
別
的
な
意
味
で

｢蝦
夷
｣
で
用
い
た
の
で

lFT,,'J

は
な
く

一
般
的
な

｢夷
｣
な
ど
の
言
い
換
え
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｣
と
い
う
の
は
'
こ

の
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

一
〇
世
紀
以
降
に
ほ
と
ん
ど
用
い

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
'
そ
こ
に
は
何
等
か
の

｢識
別
的
な
意
味
｣
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

4 4



二

鎌
倉
幕
府
と

｢蝦
夷
｣

つ
ぎ
に
'
②
の

｢津
軽
安
藤
氏
の
乱
｣
関
係
の
史
料
に
み
ら
れ
る
表
記

｢蝦
夷
｣

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
｡
こ
れ
も
'
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
あ

る
が
'
以
下
に
史
料
を
あ
げ
て
お
こ
う
｡

り秋n

【史
料
五
】
｢北
条
高
時
書
状
｣
(文
保
二

･
二
二
一
八
年
)

当
寺
祈
祷
事
'
蝦
夷
己
静
謹
之
間
'
法
験
之
至
'
殊
感
悦
候
'
謹
言
'

｢文
保
二
1
｣

五
月
廿

一
日

称
名
寺
長
老

(51)

【史
料
六
】
『鎌
倉
年
代
記
裏
書
』

高
時

(花
押
)

今
年
瑠
出
羽
蝦
夷
蜂
起
'
度
々
及
合
戦
'
自
去
元
応
二
年
蜂
起
云
々
'

(H2)

【
史
料
七
】
『鶴
岡
社
務
記
録
』

正
中
元
甲
子

五
月
十
九
日
'
為
蝦
夷
降
伏
'
於
大
守
御
亭
関
白
'
被
修
五
檀
護
摩
'

一
七
ケ

日
'
不
動
大
御
堂
僧
正
道
網
'
降
三
世
社
務
'
軍
茶
利
安
芸
僧
正
御
房
'
大
成

徳
佐
々
目
僧
正
有
助
'
金
剛
夜
叉
頼
演
法
印
道
場
東
口
南
向
連
檀
也
'

二
乙
丑

為
蝦
夷
降
伏
御
祈
'
自
後
正
月
十
二
日
'
於
社
頭
可
致
精
誠
之
由
'
自
殿
中
被

仰
之
'

【史
料
八
】
『鎌
倉
年
代
記
裏
書
』

今
年
雫

(中
略
)
六
月
六
日
'
依
蝦
夷
蜂
起
事
'
被
改
安
藤
又
太
郎
'
以
五
郎

三
郎
補
代
官
職
託
'

【史
料
九
】
『鎌
倉
年
代
記
裏
書
』

今
年
瑠
三
月
十
三
日
'
(中
略
)
同
廿
九
日
'
工
藤
右
衛
門
尉
祐
貞
為
蝦
夷
征

罰
進
発
'
七
月
廿
六
日
'
祐
貞
虜
季
長
'
帰
参
'

【
史
料

一
〇
】
『鎌
倉
年
代
記
裏
書
』

今
年
諸

(中
略
)
六
月
'
宇
都
宮
五
郎
高
貞
'
小
田
尾
張
権
守
高
知
'
為
蝦
夷

追
討
便
下
向
'

【史
料

〓

】
『莞
舜
本
諏
訪
社
縁
起
絵
巻
』
(慶
長
六

二

六
〇
l
年
'
神
竜
院

{56)

焚
舜
写
)

当
社
ノ
威
神
カ
ハ
末
代
也
ト
イ
へ
ト
モ
'
掲
蔦
ナ
ル
事
多
キ
中
二
'
元
亨

･
正

中
ノ
比
ヨ
リ
嘉
暦
年
中
二
至
マ
テ
'
東
夷
蜂
起
シ
テ
奥
州
騒
乱
ス
ル
コ
ト
ア
リ

キ
'
蝦
夷
力
千
嶋
ト
イ

ヘ
ル
ハ
'
我
国
ノ
東
北
二
当
テ
大
海
中
央

二
ア
リ
'

(以
下
略
)

以
上
の
七
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
'
『北
条
九
代
記
』
下
に
も

『鎌

倉
年
代
記
裏
書
』
と
同
じ
内
容
の
も
の
が
み
ら
れ
る
が
'
こ
こ
で
は
省
略
し
た
｡
ま

た
'
こ
れ
も
い
う
ま
で
も
な
い
か
と
は
思
う
が
'
【
史
料

一
一
】
は
延
文
元

(
一
三

五
六
)
年
に
諏
訪
円
忠
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
を
直
接
に

写
し
た
も
の
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
｡

さ
て
'
こ
こ
で
の

｢蝦
夷
｣
に
つ
い
て
'
荒
木
氏
は

｢武
家
側
の
認
識
で
あ
り
'

公
家
側
の
認
識
で
は
な
か
っ
た
｣
と
し
た
上
で
'

中
世
国
家
の
意
識
の
上
で
'
古
代
に
お
け
る

｢蝦
夷
｣
と
同
様
'
｢国
の
境
か

ら
外
に
か
け
て
存
在
し
た
王
化
の
対
象
｣
た
る
も
の
が
再
び
形
成
さ
れ
た
の
で

あ
る
｡
そ
の
意
識
が
'
(中
略
)
王
化
を
最
も
強
烈
に
具
現
せ
し
め
る
要
因
の

4 5



｢反
乱

(津
軽
安
東

(蘇
)
氏
の
乱
)
の
勃
発
｣
と
'
対
応
策
と
し
て
の

｢鎮

圧

(東
夷
成
敗
権
)
｣
に
よ
り
現
実
化
し
た
た
め
'
｢蝦
夷
｣
表
記
が
復
活
し
た

も

の
と
考
え

ら
れ
る
｡

日加
[

と
い
う
｡

た
し
か
に
'
い
わ
ゆ
る

｢三
八
年
戦
争
｣
の
終
結
に
よ
っ
て
表
記

｢蝦
夷
｣
が
消

LTTJ

滅
し
た
と
す
る
き
'
【
史
料
九
】
【
史
料

一
〇
】
に
み
え
る
よ
う
な

｢蝦
夷
追
討
使
｣

が
派
遣
さ
れ
た
こ
の
事
件
を
'
古
代
の
表
記

｢蝦
夷
｣
の
用
法
に
重
ね
合
わ
せ
て
み

る
こ
と
も
で
き
よ
う
｡

し
か
し
'
こ
の
と
き
の

｢蝦
夷
｣
が
'
荒
木
氏
の
い
う

｢武
家
側
｣
の
用
法
で
あ

る
と
き
'
こ
れ
を

｢復
活
｣
と
み
る
の
に
は
少
々
疑
問
が
あ
る
｡
こ
こ
で
は
試
み
に
'

｢武
家
側
｣

-
東
国
と

｢公
家
側
｣
-
西
国
と
区
別
を
し
な
が
ら
そ
の
用
法
を
み
て

ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
｡

こ
の
事
件
に
対
す
る
幕
府
の
対
応
の
不
手
際
は
'
そ
の
威
信
を
低
下
さ
せ
'
後
醍

{59)

醐
の
倒
幕
の
意
志
を
さ
ら
に
強
固
な
も
の
に
さ
せ
た
と
い
う
｡
そ
し
て
'
そ
の
後
醍

醐
の
倒
幕
計
画
は
'

二
二
二
〇
年
代
の
中
頃
に
は
ひ
そ
か
に
進
め
ら
れ
'
幕
府
の
中

(60)

枢
部
に
も
工
作
を
し
て
い
た
と
い
う
｡

ま
た
'
さ
き
に
紹
介
し
た

『
太
平
記
』
巻

一
〇
に
'
鎌
倉
幕
府
が
倒
れ
る
要
因
と

し
て

｢唐
土

･
天
竺

⊥
局
歴
｣
と
な
ら
ん
で

｢夷
千
嶋
｣
の
動
向
が
あ
げ
ら
れ
て
お

I.a-)
り
'
こ
の
事
件
に
関
し
て
ま
っ
た
く
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
'
西

国
で
の
同
時
代
史
料
に
つ
い
て
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
｡

編
纂
物
史
料
で
は
'
弘
和
二

(
二
二
八
二
)
年
に
一
応
成
立
し
'
そ
の
後
書
き
継

が
れ
た
と
い
う

『神
明
鏡
』
に

｢同
年

(正
中
元
年
-
引
用
者
註
)
二
奥
州
ノ
倖
囚

又
起
テ
｡
嘉
暦
二
年
マ
テ
不
鋲
シ
カ
ハ
｡
宇
都
宮
二
伸
テ
迫
伐
ス
｡｣
と
'
こ
の
事

{62)

件
を
伝
え
る
が
'
こ
こ
で
は

【史
料
六
】
か
ら

【史
料

一
一
】
の
よ
う
な

｢蝦
夷
｣

で
は
な
く

｢停
囚
｣
と
表
記
さ
れ
て
い
る
｡

『太
平
記
』
に
み
え
る

｢夷
千
嶋
｣
は
'
こ
れ
と
同
じ
系
統
に
属
す
る

｢西
原
院

(63
)

本
｣
で
は

｢停
囚
千
嶋
｣
と
表
記
さ
れ
'
｢倖
囚
｣
は

｢夷
｣
と
言
い
換
え
ら
れ
る

表
記
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
『
神
明
鏡
』
の
例
も
'
そ
の
意
味
内
容
は
と
も
か

く
'
さ
き
の
語
り
物
史
料
と
同
じ
よ
う
に
'
表
記
の
上
で
は
古
代
か
ら
の
連
続
面
と

し
て
と
ら
え
ら
る
可
能
性
が
高
い
｡
つ
ま
り
'
西
国
で
は
九
世
紀
に
消
滅
し
た

｢蝦

夷
｣
を
中
世
全
期
を
通
じ
て
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
｡

つ
ぎ
に
'
東
国
の
用
例
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
た
と
え
ば
'
『吾
妻
鏡
』

を
み
て
み
る
と
'
｢夷
秋
島
｣
(文
治
五

二

一
八
九
年
九
月
二
七
日
粂
)'
｢夷
島
｣

(健
保
四

二

二
一
六
年
六
月

一
四
日
粂
他
三
例
)
と
い
っ
た
用
例
を
拾
う
こ
と
が

(,=)

で
き
る
｡

こ
れ
に
よ
る
と
'
東
国
で
は

｢夷
｣
｢夷
秋
｣
か
ら

｢蝦
夷
｣
と
い
う
'
｢蝦
夷
｣

か
ら

｢夷
｣
と
な
っ
た
古
代
と
は
逆
の
コ
ー
ス
を
た
ど
る
表
記
の
変
遷
を
み
る
こ
と

に
な
る
｡
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
｡

文
治
五
年
九
月
三
日
条
の

｢夷
秋
島
｣
は
'
｢泰
衡
被
圃
数
千
軍
兵
'
為
遁

一
旦

命
害
'
隠
如
鼠
'
退
似
鶴
'
差
夷
秋
島
'
赴
糟
部
郡
'｣
と
い
う
形
で
現
れ
る
0

表
記

｢夷
秋
｣
は
'
八
世
紀
初
め
頃
か
ら
み
ら
れ
る
表
記
で
あ
る
が
'
右
の

『吾

妻
鏡
』
の
記
事
に
近
い
時
期
の
も
の
で
は
'
『
玉
葉
』
の
嘉
応
二

(
二

七
〇
)
午

五
月
二
七
日
条
に

｢奥
州
夷
秋
秀
平
任
鎮
守
府
将
軍
'
乱
世
之
基
也
'
｣
と
'
そ
し

B詑
C

て
'
義
和
元

(
二

八

一
)
年
九
月
七
日
条
に
も

｢夷
秋
停
囚
｣
と
み
え
る
｡

『吾
妻
鏡
』
の
奥
州
合
戦
に
関
す
る
記
事
に
は
'
も
と
に
な
っ
た
実
録
風
の
記
録
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(66)

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
と
い
う
｡
つ
ま
り
'
｢夷
秋
島
｣
は
こ
の

〕E<;C

時
代
に
は
東
西
の
別
な
く
用
い
ら
れ
た
用
法
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

一
方
'
｢夷
島
｣
は
す
で
に
'
日
野
資
実
の
日
記

『都
玉
記
』
建
久
二

(
二

九

じ訳
〔

1
)
年

1
1
月
二
二
日
条
に
み
え
る
.

｢夷
秋
｣
｢夷
島
｣
い
ず
れ
も
'
そ
の
直
前
で
西
国
に
そ
の
用
例
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
そ
れ
で
こ
れ
ら
の
表
記
に
'
単
純
に
西
国
か
ら
東
国
へ
の
継

承
関
係
が
あ
っ
た
と
み
る
つ
も
り
は
な
い
が
'
こ
れ
ら
の
表
記
は
'
西
国

･
東
国
双

方
に
共
通
し
た
同
時
代
の
表
記
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
む
し
ろ
'
【史

料
五
】
か
ら

【史
料

一
一
】
の

｢蝦
夷
｣
は
'
こ
の
事
件
に
か
ぎ

っ
て
異
な
っ
て
い

た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
れ
だ
け
に
'
こ
れ
を
東
国
の
問
題

と
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
｡

さ
て
'
こ
の
事
件
よ
り
以
前
'
文
永
五

(
二

一六
八
)
年
に
も

｢停
囚
｣
の
蜂
起

じ耶n

が
あ

っ
た
こ
と
が
日
蓮
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
こ
れ
が

｢中
央
人

の
北
方
に
対
す
る
無
関
心
さ
を
覚
醒
さ
せ
る
日
｣
で
あ
り
'
｢鎌
倉
期
の
蝦
夷
観
の

(7〇一

大
き
な
転
換
を
意
味
す
る
日
で
も
あ
っ
た
｣
と
も
い
う
｡

さ
ら
に
は
'
建
長
八

(
二

一五
六
)
年
に

｢奥
大
道
夜
討
強
盗
事
'
近
年
蜂
起
由
'

(7I)

(花一

有
其
聞
｣
と
い
う
こ
と
で
'
｢彼
路
次
地
頭
等
｣
に
警
固
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
｡
ま

〕帆C

た
'
二
年
後
の
正
嘉
二
年
に
も

｢出
羽
陸
奥
夜
討
強
盗
蜂
起
｣
に
対
し
て
厳
戒
を
と

る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
時
は

｢寵
置
悪
党
之
所
々
'
不
可
見

(;)

聞
隠
置
之
旨
｣
と
い
う
よ
う
に
悪
党
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
も

f:=･l

｢蝦
夷
の
動
向
に
か
か
わ
る
事
件
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
な
い
｡｣
と
い
わ
れ
る
｡

実
際
'
【史
料

一
〇
】
の
頃
'
嘉
暦
二
年
六
月

一
四
日
付
の

｢関
東
御
教
書
｣
に
'

(76
)

｢安
藤
又
太
郎
季
長
郎
従
季
兼
以
下
'
与
力
悪
党
課
伐
事
'
｣
と

｢悪
党
｣
が
み
え

る
｡

つ
ま
り
'

二
二
世
紀
中
頃
の
奥
州
で
の

｢悪
党
｣
問
題
の
な
か
に

｢蝦
夷
｣
が

入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
'
二
つ
の
表
記
が
並
行
し
て
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
｡そ

し
て
'
｢蝦
夷
｣
が
入
り
込
む
契
機
と
な
っ
た
の
は
'
蒙
古
と
の
戦
い
で
あ

っ

た
と
考
え
た
い
u

す
で
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
'
文
永
五
年
の
事
件
が

｢西
の
蒙
古
国
書
の
到
来
と
匹
敵
す
る
東
に
巻
き
起
こ
っ
た
国
難

･
中
世
国
家
に
対

一77)

す
る

一
大
挑
戦
｣
で
あ
り
'
【
史
料
七
】
に
あ
る

｢蝦
夷
降
伏
｣
の
祈
祷
は
蒙
古
退

散
の
祈
祷
と
同
じ
も
の
で
あ
り
'
こ
の
幕
府
は
こ
の
事
件
を
蒙
古
襲
来
と
並
ぶ
国
難

A(.9

と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

U帆n

蒙
古
と
の
戦
い
は
'
｢蒙
古
の
神
々
と
日
本
の
神
々
の
戦
い
｣
と
も
い
わ
れ
る
｡

さ
ら
に
'
全
国
的
な

｢異
国
降
伏
祈
祷
｣
の
徹
底
に
よ
っ
て
広
い
層
に
ま
で

｢神

一sO
}

戟
｣
意
識
は
定
着
し
て
い
た
と
い
う
｡
そ
し
て
'
こ
う
し
た
意
識
の
も
と
'

｢国

(=)

家
｣
の
敵
対
者
を

｢悪
党
｣
と
認
識
し
弾
圧

･
統
制
し
た
と
い
う
｡

嘉
暦
二
年
六
月
の

｢関
東
御
教
書
｣
の

｢悪
党
｣
は
'
｢国
家
｣
の
境
界
か
ら
内

側
を
犯
す
存
在
で
あ
っ
て
'
そ
の
意
味
で
は

｢蝦
夷
｣
の
蜂
起
と
同
じ
で
あ
る
と
い

lT/_')

え
る
｡

し
か
し
'
こ
の
と
き
の

｢悪
党
｣
認
識
の
背
景
に
は
神
国
意
識
が
あ
り
'
華

夷
意
識
に
よ
る

｢蝦
夷
｣
と
は
直
接
に
は
結
び
つ
く
も
で
は
な
い
｡

藤
田
雄
二
氏
に
よ
る
と
'
近
世
の
日
本
に
は
こ
の
二
つ
の
意
識
が
併
存
L
t
こ
れ

を

｢対
象
と
な
る
民
族
｣
と
の
文
化
的
距
離
に
よ
っ
て
切
り
替
え
る
と
い
う

｢自
民

族
中
心
主
義
｣
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
｡
そ
し
て
'
前
者
の
典
型
が
中
国
で
あ
り

朝
鮮

･
琉
球
が
こ
れ
に
準
じ
る
と
い
い
'
後
者
の
典
型
が
ア
イ
ヌ
民
族
で
あ
る
と
い

ロ捜n
う
｡も

ち
ろ
ん
'
中
世
の
神
国
意
識
は
'
近
世
の
よ
う
に

｢日
本
だ
け
が
唯

1
絶
対
の
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(a
)

神
の
国
｣
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
'
こ
れ
を
そ
の
ま
ま

1
四
世
紀

の
こ
の
事
件
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
'
鎌
倉
末
期
の
東

国
で
も
'
蒙
古
と
の
戦
い
と
い
う
対
外
的
危
機
を
契
機
と
し
て
'
神
国
意
識
と
華
夷

意
識
と
い
う
二
つ
の
意
識
が
並
行
し
て
存
在
し
た
と
考
え
た
い
｡

【
史
料
七
】
の

｢蝦
夷
降
伏
｣
の
祈
祷
'
そ
し
て
'
『
党
舜
本
諏
訪
社
縁
起
絵

巻
』
で
も
'
諏
訪
神
が

｢大
龍
ノ
形
｣
と
な
り

｢奥
州
二
モ
現
シ
給
ケ
ル
｣
こ
と
に

よ
っ
て
こ
の
事
件
が
終
息
し
た
こ
と
を
伝
え
る
｡
こ
れ
ら
は
'
神
国
意
識
に
よ
っ
た

国
難
観
と
'
華
夷
意
識
に
よ
る

｢蝦
夷
｣
と
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
映
し
出
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

し
か
も
'
こ
の
と
き
の
東
国
で
の
表
記

｢蝦
夷
｣
は
'
『
吾
妻
鏡
』
で
の
表
記
の

よ
う
な
西
国
と
共
通
す
る
も
の
で
は
な
く
'
東
国
独
自
の
華
夷
意
識
-

も
う

一
つ
の

｢華
｣
-
を
こ
の
と
き
に
獲
得
し
た
と
考
え
た
い
｡
こ
れ
に
関
連
し
て
も
う

一
つ

｢東
夷
｣
に
つ
い
て
最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
｡

｢東
夷
｣
は
'
古
代
で
も

『
日
本
書
紀
』
に
七
例
ほ
ど
み
え
る
程
度
で
'
そ
の
後

ソ戊u

は
あ
ま
り
現
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
表
記
の
一
つ
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
時
期
'

【
史
料

二

】
の
他
に
'
『沙
汰
未
練
書
』
(幕
府
の
関
係
者
の
手
に
よ
る
か
'
元
応

(86
}

元

･
一
三

一
九
～
元
亨
二

一
三
二
三
年
)
に

｢東
夷
蝦
子
也
｣
と
あ
り
'
『保
暦

間
記
』
(鎌
倉
末
期
に
鎌
倉
に
勤
番
し
て
い
武
士
か
'
暦
応
三

二
二
四
〇
～
延
文

元

･
二
二
五
六
年
頃
)

に

'

元
亨
二
年
ノ
春
奥
州
二
安
藤
五
郎
同
又
太
郎
卜
云
者
ア
リ
'
彼
等
力
先
祖
安
蘇

五
郎
卜
云
ハ
'
東
夷
ノ
堅
メ
二
'
義
時
力
代
官
ー
シ
テ
'
津
軽
11置
ク
リ
ケ
ル

カ
末
也
t

U池
E

と
い
う
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
表
記

｢蝦
夷
｣

の
史
料
と
同
じ
よ
う
に
'
鎌
倉
幕
府
と
何
等
か
の
関
係
が
あ
っ
た
人
物
の
手
に
よ
っ

て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
｡

一
方
'
西
国
の
ば
あ
い
'
た
と
え
ば
'
『
六
代
勝
事
記
』
(建
仁
元

･
二

一〇
一
年

じ況
n

秦
)
に

｢東
夷
｣
の
例
が
み
え
る
が
'
こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
｡
ま

た
'
元
弘
の
変
の
と
き
'
大
塔
宮
は

｢東
夷
征
罰
御
祈
祷
｣
を
丹
羽
社
に
命
じ
て
い

じ濫C
る
｡
こ
の
ほ
か
に
も

『
太
平
記
』
『神
明
鏡
』
に

｢東
夷
｣
の
例
が
あ
る
が
'
や
は

り
鎌
倉
幕
府
も
し
く
は
北
条
高
時
に
向
け
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
点
で
は
'
こ
こ
で
対

象
と
し
て
い
る

｢東
夷
｣
と
は
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
｡

つ
ま
り
'
こ
の
と
き
に
東
国
で
は
西
国
と
は
異
な
る

(東
)
夷
を
設
定
し
'
自
ら

を

｢華
｣
と
す
る
意
識
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が

っ

て
'
こ
の
と
き
の
表
記

｢蝦
夷
｣
は
'
西
国

(究
極
的
に
は
天
皇
)
を

｢華
｣
と
す

る
よ
う
な
古
代
で
の
表
記

｢蝦
夷
｣
の

｢復
活
｣
と
ば
か
り
み
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
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む
す
び
に
か
え
て

中
世
で
の
表
記

｢蝦
夷
｣
は
'
語
り
物
に
み
え
る

｢蝦
夷
｣
を
後
出
の
も
の
で
あ

る
と
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
と
'
｢津
軽
安
藤
氏
の
乱
｣
で
の
用
例
に
限
定

さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
も
'
こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
人
々
'
す
な
わ
ち
東
国
の
人
々

の
手
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
'
古
代
か
ら
の
連
続
面
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
西
国
の
認
識
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
う
｡

そ
の
東
国
で
あ
っ
て
も
'
少
な
く
と
も

二

一世
紀
ま
で
は
西
国
の
用
例
に
し
た
が



っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
'
蒙
古
と
の
戦
い
と
い
う
対
外
的
危
機
を
契
機
と

し
て
そ
の
認
識
に
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
る
Q
そ
し
て
'
こ
の
と
き
の

｢蝦
夷
｣
は
'

｢国
家
｣
の
境
界
か
ら
内
側
を
犯
そ
う
と
す
る

｢悪

党
｣
と
並
行
し
た
存
在
で
あ
り
'

そ
れ
に

｢蝦
夷
降
伏
｣
の
祈
祷
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
異
民
族
的
意
識
が
加
え
ら
れ
た

と
き
'
東
国
独
自
の
華
夷
意
識
と
し
て
表
記

｢蝦
夷
｣
が
用
い
れ
ら
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
い
い
換
え
る
と
'
こ
の
と
き
'
列
島
内
に
二
つ
目
の

｢華
｣

が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
｡
そ
し
て
'
こ
の
二
つ
の
表
記
が
並
行
し
て

(90)

い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
'
境
界
的
な
場
の
両
義
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
｡

(
一
般
称
と
し
て
の
)
中
世
の
蝦
夷
に
は
多
彩
な
表
記
が
宛
て
ら
れ
'
そ
の
呼
称

に
し
て
も

一
つ
に
固
定
さ
れ
ず
'
｢中
世
蝦
夷
観
に
は
多
様
な
要
素
が
内
包
さ
れ
て

(=)

い
る
｣
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
小
稿
は
'
そ
の
な
か
の
一
つ
で
あ
る

｢蝦
夷
｣
と
い
う

表
記
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ
な
い
｡

こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
感
じ
た
こ
と
は
'
中
世
の
蝦
夷
観
に
つ
い
て
は
'
書
か

れ
た
側
よ
り
も
書
い
た
側
の
意
識
に
左
右
さ
れ
や
す
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
'
史
料
そ
の
も
の
の
性
格
は
も
と
よ
り
'
そ
の
表
記
を
用
い
た
個

人

･
集
団
の
位
置
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
'
そ
し
て
'
そ
の
表
記
が
宛
て
ら
れ
た
時
期

や
周
辺
の
状
況
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
t
と
い
う
こ
と
に
目
配
り
を
す
る
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
'
そ
う
し
た
整
理
の
な
か
か
ら
'
多
彩
な
表
記
や
秤

称
を
結
び
つ
け
る
い
く
か
の
糸
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

読
(-
)
海
保
嶺
夫

『近
世
蝦
夷
地
成
立
史
の
研
究
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第

一
部
第
三
章

(三
一
書
房
'

一

九
八
四
年
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(2
)
荒
木
陽

一
郎

｢蝦
夷
の
呼
称

･
表
記
を
め
ぐ
る
諸
問
題
-
第
二
回

｢夷
｣
表
記

の
意
味
の
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に
つ
い
て
-

ヒ
ナ
と
エ
ミ
シ
ー
｣
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国
史
研
究
』
八
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号
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九
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年
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以
下
荒
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①
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る
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表
記
を
め
ぐ
る
諸
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回
十
世
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以
降
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｢蝦
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記
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｣
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記
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て
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史
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九
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②
論
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右
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右
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石
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が
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還
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会
編

『関
晃
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日
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史
研
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Ⅲ

(校
倉
書
房
'

一
九
八
八
年
)'
網
野
善
彦

『
日
本
論
の
視
座
-

列
島
の
社
会
と
国
家
I
』
第

l
章

(小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

版
'

一
九
九
三
年
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掲
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部
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②
論
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保
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掲
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佐
藤
謙
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校
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家
物
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巻
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一
九
五
九
年
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他
編
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叢
書
』
第
五
冊
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文
館
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一
九
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九
年
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版
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五
版
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書
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掲
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(15
)
同
右
｡

(16
)
荒
木
②
論
文
｡

(t7
)
同
右
｡

(
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)
角
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編
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本
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物
語
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典
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叢
書
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角
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書

店
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九
六
九
年
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｡
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)
前
掲
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(12
)
書
'
｢解
説
｣.
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)
与
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寛
他
編

『
日
本
古
典
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回
曽
我
物
語
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刊
行

会
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T
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家
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編
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｣
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究
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行
会
t

T
九
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年
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)
前
掲
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)
書
｡
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学
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一
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書
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岸
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物
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九
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四
年
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(28
)
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(26
)
書
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｢解
説
｣｡
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)
前
掲
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)
書
｡
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)
東
京
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国
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研
究
室
編

『
資
料
叢
書
』
第
八
巻

(汲
古
書
院
'

一
九
八
六

年
)｡

(31
)
財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
編

『
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
』
二
三

(財
団
法

人
日
本
古
典
文
学
会
､

一
九
八
八
年
)0

(32
)
財
団
法
人
陽
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文
庫
編
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明
叢
書
』
国
書
篇
第

二

輯

(思
文
閣
'

一
九
七

五
年
)｡

(33
)
同
右
｡

(34
)
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井
善
寿
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羅
宮
蔵
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保
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語
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見
-
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追
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｣
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号
､

一
九
六
八
年
)
0

(35
)
前
掲
註

(28
)
書
｡

(36
)
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本
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文
学
大
系
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四
三

(栃
木
孝
惟
他
校
注
'
岩
波
書
店
'

一
九
九

二
年
)｡

(37
)
高
橋
貞

l
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平
家
物
語
諸
本
の
研
究
』
附
鐘
第

l
章

(冨
山
房
'

1
九
四
三

年
)｡

(38
)
野
見
山
紀
子

｢保
元
物
語

｢金
刀
比
羅
神
社
本
｣
古
出
説
に
つ
い
て
-

合
戦
説

話
を
中
心
に
-
｣
(『
国
文
』

一
一

号

'

一
九
五
九
年
)
｡

(39
)
栃
木
孝
惟

｢保
元
物
語
に
於
け
る
基
礎
的

二

二
の
問
題
-

諸
本
先
後
問
題
の

再
検
討
-
｣
(『
国
語
と
国
文
学
』
三
七
-
四
'

一
九
六
〇
年
)｡

(
40
)
前
掲
註

(28
)
書
｡
た
だ
し
､
｢半
井
本
-
京
図
本
-

金
刀
比
羅
本
｣
と
い
う

直
線
的
な
も
の
が
示
さ
れ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
｡

(
41
)
早
川
厚

一
他
編

『
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
保
元
物
語
』
(和
泉
書
院
'

一
九

八
二
年
)0

(42
)
海
保
嶺
夫
前
掲
註

(-
)
書
'
第

一
部
第
二
章
｡

(43
)
『新
編
弘
前
市
史
』
資
料
編

一
古
代

･
中
世
編
､

一
二

一九
号
文
書

(
一
九
九

五
年
'
以
下

『
弘
前
市
史
』
と
略
す
)
0

(
44
)
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
八

(市
古
貞
次
校
注
'
岩
波
書
店
'

一
九
五
八
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年
)｡

(45
)
最
近
津
軽
安
藤
氏
説
に
疑
問
が
持
た
れ
て
い
る

｢夷
千
島
王
｣
に
つ
い
て
少
々

触
れ
て
お
き
た
い
｡
表
記
の
あ
り
方
か
ら
い
う
と
'
こ
の
名
前
は
ま
さ
に
文
学
的

な
表
現
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
中
世
奥
北
の
諸
氏
の
自
己
認
識
の
形

成
に
は
'
広
汎
な
都
都
間
交
流
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

｢京

･
鎌
倉
風
の
語
り

物
の
流
布
と
い
う
こ
と
が
'
ま
ず
最
初
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｣
と
い
う

(入
間
田
宣
夫

｢中
世
奥
北
の
自
己
認
識
-

安
東
の
系
譜
を
め
ぐ
っ
て
-
｣
､
北

海
道

･
東
北
史
研
究
会
編

『
北
か
ら
の
日
本
史
』
第
二
集
'
三
省
堂
'

一
九
九
〇

年
)
｡
｢夷
千
島
王
｣
と
い
う
名
前
は
'
ま
さ
に

｢京

･
鎌
倉
風
の
語
り
物
の
流

布
｣
の
影
響
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡

し
か
し
'
こ
れ
は
'
こ
の
地
域
に
限
ら
な
い

一
般
化
が
可
能
な
表
現
で
も
あ
る
｡

一
六
世
紀
後
半
で
は
あ
る
が
､
蛎
崎
季
広
が

｢夷
｣
で
は
な
く

｢秋
｣
を
用
い
て

い
る
事
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
｡
さ
ら
に
'
近
世
初
期
に
は
こ
れ
ら
奥
北
の
大

名
た
ち
の
な
か
で
'
土
着
性
の
高
い
諸
氏
で
は
や
は
り

｢夷
｣
で
は
な
く
て
'

｢秋
｣
も
し
く
は

｢状
｣
を
用
い
て
い
る

(拙
稿

｢
『新
羅
之
記
録
』
に
お
け
る

｢夷
｣
｢
秋
｣
表
記
に
つ
い
て
｣
'
『
中
央
史
学
』

一
九
号
'

一
九
九
六
午
)
｡
残

念
な
が
ら

｢夷
千
島
王
｣
の
時
期
で
あ
る

1
五
世
紀
後
半
の
事
例
を
拾
う
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
が
'
こ
の
地
域
で
の

｢秋
｣
の
用
例
が
土
着
性
と
関
係
が
あ
る
と

し
た
と
き
'
こ
の
時
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
こ
れ
を

津
軽
安
藤
氏
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
｢夷
千
島
｣
で
は
な
く
'
『
新
羅
之
記

録
』
に
み
え
る
よ
う
な

｢秋
之
島
｣
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
う
｡

(46
)
前
掲
註

(36
)
書
｡

(47
)
『
弘
前
市
史
』
に
よ
る
と
'
二
四
例
の
エ
ゾ

(
エ
ソ
)
の
仮
名
表
記
を
拾
う
こ

と
が
で
き
る
が
'

一
方
で
九
例
の
エ
ビ
ス

(
エ
ヒ
ス
)
を
も
拾
う
こ
と
が
で
き
る
｡

と
く
に
'
こ
の
エ
ビ
ス

(
エ
ヒ
ス
)
は
文
学
作
品
に
多
い
と
い
う
傾
向
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
｡
こ
こ
で
の
表
記

｢夷
｣
｢停
囚
｣
は
'
八
世
紀
以
来
の
呼
称
エ

ビ
ス
の
流
れ
を
汲
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(
4
)
鈴
木
登
美
恵

｢太
平
記
諸
本
の
分
校
-
巻
数
及
巻
の
分
け
方
を
基
準
と
し
て

･I
｣
(『
国
文
』

l
八
号
t

l
九
六
三
年
)
O

(49
)
巻

1
C
)
｢小
手
刺
原
井
久
米
川
合
戦
付
分
倍
河
原
合
戦
事
｣
(前
田
育
徳
会

･

尊
経
閣
文
庫
編
刊

『玄
玖
本
太
平
記
』
(二
)
'
勉
誠
社
'

一
九
七
四
年
)｡

筆
者
が
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
同
系
統
の

｢神
田
本
｣
｢
日
置
本
｣
｢松
井

本
｣
に
も
同
じ
よ
う
な
表
記
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(50
)
鷲
尾
順
敬
校
訂

『
西
源
院
本
太
平
記
』
(刀
江
書
院
'

一
九
三
六
年
)
｡

(51
)
前
掲
註

(2I
)
書
｡

(52
)
荒
木
②
論
文
O

(53
)
『
神
奈
川
県
史
』
史
料
編
二
古
代

･
中
世

(2
)'
二

一
二
八
号
文
書

(
一
九

七
三
年
)
｡

(54
)
竹
内
理
三
筋

『続
史
料
大
成
』

一
八

(臨
川
書
店
'

一
九
六
七
年
)
0

(55
)
同
右
｡

(56
)
北
構
保
男

『
古
代
蝦
夷
の
研
究
』
所
載
写
真

(雄
山
閣
'

一
九
九

一
年
)｡

(57
)
荒
木
②
論
文
｡

(58
)
荒
木
①
論
文
｡

(59
)
入
間
田
宣
夫

｢鎌
倉
幕
府
と
奥
羽
両
国
｣
(小
林
清
治

･
大
石
直
正
編

『中
世

奥
羽
の
世
界
』
'
東
京
大
学
出
版
会
'

一
九
七
八
年
)｡

(60
)
佐
藤
和
彦

『
『
太
平
記
』
を
読
む
-
動
乱
の
時
代
と
人
々
-
』
(学
生
社
'

一

九
九

一
年
)
'
網
野
善
彦

『
異
形
の
王
権
』
(平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
'

一
九

九
三
年
)｡

5 1



(61
)
前
掲
註

(49
)
書
｡

(62
)
『
続
群
書
類
従
』
第
二
九
輯
上

(続
群
書
類
従
完
成
会
'

一
九
五
七
年
訂
正
三

版
)
｡

(63
)
前
掲
註

(50
)
書
｡

(64
)
『新
訂
増
補
国
史
大
系
』
(吉
川
弘
文
館
)｡

(6
)
『
玉
葉
』
(国
書
刊
行
会
'

一
九

〇
六
年
)0

(66
)
入
間
田
宣
夫
前
掲
註

(59
)
論
文
｡

(67
)
ち
な
み
に
'
中
世
史
料
で
表
記

｢秋
｣
(
｢夷
秋
｣
を
含
め
て
)
が
用
い
ら
れ

る
例
は
こ
れ
が
最
後
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

(68
)
『歴
代
残
閑
日
記
』
巻
三
〇

(臨
川
書
店
'

一
九
七
〇
年
)｡

(69
)
｢
三
三
歳
祈
雨
事
｣
(立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人

遺
文
』
第
二
巻
'

一
九
八
八
年
改
訂
増
補
版
)
.

(70
)
佐
々
木
馨

『中
世
仏
教
と
鎌
倉
幕
府
』
第
二
部
第
二
章

(吉
川
弘
文
館
'

一
九

九
七
年
)0

(7t
)
｢迫
加
法
三
〇
七
｣
(佐
藤
進

一
他
編

『
中
世
法
制
史
料
集
』
第

一
巻
鎌
幕
府

法
'
岩
波
書
店
'

一
九
五
五
年
)
｡

(72
)
『
吾
妻
鏡
』
建
長
八
年
六
月
二
日
条
｡

(73
)
｢迫
加
法
三

一
九
｣
(前
掲
註

(71
))

｡

(74
)
同
右
｡

(75
)
海
津

一
朗

｢得
宗
専
制
と
悪
党
は
い
か
に
関
係
す
る
か
｣
(峰
岸
純
夫
編

『
争

点
日
本
の
歴
史
』
第
四
巻
中
世
編
'
新
人
物
往
来
社
'

一
九
九

一
年
)｡

(76
)
『
弘
前
市
史
』
六
二
四
号
文
書
｡

(77
)
佐
々
木
馨
前
掲
註

(70
)
書
｡

(78
)
遠
藤
巌

｢中
世
国
家
の
東
夷
成
敗
権
に
つ
い
て
｣
(『松
前
藩
と
松
前
-
松
前

町
史
研
究
紀
要
-
』
九
号
'

一
九
七
六
年
)
0

(79
)
川
添
昭
二

『中
世
文
芸
の
地
方
史
』
第
三
章

(平
凡
社
選
書
七

一
'

一
九
八
二

年
)
0

(80
)
海
津

一
朗

『中
世
の
変
革
と
徳
政
-
神
領
興
行
法
の
研
究
-
』
第
九
章

(吉
川

弘
文
館
'

一
九
九
四
年
)｡

(81
)
同
右
O

(82
)
大
石
直
正
前
掲
註

(6
)
論
文
｡

(83
)
藤
田
雄
二

｢近
世
日
本
に
お
け
る
自
民
族
中
心
的
思
考
-

｢選
民
｣
意
識
と
し

て
の
日
本
中
心
主
義
-
｣
(『
思
想
』
八
三
二
号
'
岩
波
書
店
､

1
九
九
三
年
)
.

(84
)
海
津

一
朗

『
神
風
と
悪
党
の
世
紀
-
南
北
朝
時
代
を
読
み
直
す
-
』
(講
談
社

現
代
新
書

二

一四
三
'

一
九
九
五
年
)0

(85
)
｢
六
国
史
｣
で
は

『
日
本
三
代
実
錠
』
に

一
例
み
え
る
が
'
そ
の
他
の
例
を

『
弘
前
市
史
』
か
ら
拾
う
と
'
『
本
朝
続
文
粋
』
第
六
実
状
中
の

｢宴
奥
州
之
東

夷
蜂
起
｣
(四
五
七
号
文
書
)
と
'
｢中
尊
寺
供
養
願
文
｣
(五

一
四
号
文
書
)
が

あ
る
｡

(86
)
『中
世
法
制
史
料
集
』
第
二
巻
室
町
幕
府
法

(岩
波
書
店
'

一
九
五
七
年
)｡

(87
)
『群
書
類
従
』
第
二
六
輯

(群
書
類
従
完
成
会
'

一
九
六
〇
年
訂
正
三
版
)0

(88
)
弓
削
繁
編
著

『内
閣
文
庫
蔵
六
代
勝
事
記
』
(『和
泉
書
院
影
印
叢
刊
』
四
〇
'

和
泉
書
院
'

一
九
八
四
年
)
0

(89
)
｢高
野
山
文
書
｣
宝
簡
集

一
九
-
二
三
三

(『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け

一
ノ

一)
0

(90
)
｢夷
｣
の
観
念
自
体
に
も
二
つ
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
う
｡
い
わ
ば
対
外
的

な
意
味
を
も
つ
よ
う
な

｢
四
夷
｣
の
観
念
と
'
対
内
的
な
意
味
を
も
つ

｢東
夷
｣

の
観
念
と
が
接
触
す
る
部
分
に
境
界
的
な
場
が
生
ま
れ
'
そ
れ
故
に
両
義
的
性
格

52



を
も

つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(91
)
遠
藤
巌

｢蝦
夷
安
東
氏
小
論
｣
(『
歴
史
評
論
』
四
三
四
号
'

一
九
八
六
年
)｡

(く
ど
う

･
だ
い
す
け

青
森
市
史
編
さ
ん
室
)




