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は
じ
め
に

0
原
「
渡
嶋
1
1
北
海
道
」
説

②
「
渡
嶋
1
1
本
州
北
部
総
称
」
説
の
登
場
と
そ
の
展
開

●
渡
嶋
1
1
北
海
道
説
の
反
論
と
論
争
の
展
開

0
渡
嶋
1
1
本
州
北
部
総
称
説
の
終
焉

●
新
北
海
道
説
の
台
頭

0津軽
海
峡
を
挟
む
世
界
と
渡
嶋

お
わ
り
に

［論
文
要旨
］

　斉
明
紀
に
見
え
る
「
渡
嶋
」
が
具
体
的
に
ど
の
地
域
を
指
す
の
か
と
い
う
問
題
の
解
明
は
、
日
本
　
　
　
　
し
か
し
中
世
以
前
に
お
け
る
「
津
軽
」
は
、
現
在
の
津
軽
地
方
の
南
部
の
み
を
指
す
語
で
あ
り
、

古
代
国
家
に
お
け
る
一
大
転
機
で
あ
っ
た
大
化
改
新
後
の
初
期
律
令
国
家
の
形
成
過
程
や
、
当
時
の
　
　
　
半
島
海
岸
部
は
む
し
ろ
道
南
地
域
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
世
界
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
う
し
た
津
軽

国
際
関
係
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
て
、
早
く
江
戸
時
代
か
ら
学
者
の
注
目
を
　
　
　
海
峡
を
挟
む
世
界
は
、
道
央
部
あ
る
い
は
道
東
・
道
北
部
と
は
や
は
り
違
っ
た
世
界
で
あ
る
。
こ
う

集
め
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
津
軽
の
北
に
位
置
す
る
と
い
う
渡
嶋
は
こ
の
海
峡
を
挟
む
世
界
に
相
当

　古
く
は
津
軽
の
北
は
北
海
道
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
理
解
か
ら
、
渡
嶋
1
1
北
海
道
説
が
流
布
し
て
　
　
　
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

いた
が
、
そ
の
後
、
津
田
左
右
吉
等
に
よ
っ
て
『
日
本
書
紀
』
の
い
わ
ゆ
る
「
比
羅
夫
北
征
記
事
」
　
　
　
　
そ
の
さ
ら
に
北
に
は
「
粛
慎
」
の
世
界
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
道
央
部
や
道
東
・

の厳
密
な
読
解
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
史
料
の
解
釈
か
ら
渡
嶋
を
本
州
北
部
の
内
に
お
さ
め
　
　
　
道
北
部
と
い
っ
た
、
本
州
側
か
ら
は
よ
り
い
っ
そ
う
未
知
の
世
界
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
粛

る
見
解
が
有
力
と
な
っ
て
い
き
、
戦
後
の
通
説
的
位
置
を
永
く
占
め
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慎
」
の
風
俗
習
慣
な
ど
に
つ
い
て
の
多
様
な
史
料
の
在
り
方
は
、
「
粛
慎
」
自
体
の
も
つ
複
合
的
な

　し
か
し
近
年
の
北
海
道
考
古
学
の
急
速
な
進
展
に
と
も
な
っ
て
本
州
と
北
海
道
と
の
間
の
豊
か
な
　
　
　
民
族
要
素
に
よ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

交
流
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
比
羅
夫
は
当
然
北
海
道
へ
渡
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
共
通
認
識
　
　
　
　
こ
の
津
軽
海
峡
を
挟
む
世
界
は
、
一
〇
世
紀
頃
に
い
っ
た
ん
消
滅
し
、
そ
れ
が
渡
嶋
と
い
う
用
語

が
形成
さ
れ
、
津
軽
の
北
は
当
然
北
海
道
で
あ
る
と
い
う
渡
嶋
1
1
北
海
道
説
が
復
活
し
、
現
在
で
は
　
　
　
の
消
滅
の
背
景
と
な
る
が
、
ま
も
な
く
復
活
し
、
中
世
に
お
い
て
は
、
津
軽
海
峡
を
「
内
海
」
と
す

こ
れ
が
通
説
と
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
、
海
峡
の
南
北
一
体
の
世
界
が
ま
た
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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は
じ
め
に

　
斉
明
朝
の
阿
倍
比
羅
夫
に
よ
る
北
方
航
海
は
、
大
化
の
改
新
後
の
初
期
律
令
国
家

形
成
過
程
な
い
し
国
際
関
係
に
お
い
て
、
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
近
年
よ
う
や
く
そ
の
研
究
領
域
が
本
格
的
に
開
拓
さ
れ
て
き
た
、
い

わ
ゆ
る
（
日
本
）
北
方
史
の
実
態
究
明
に
と
っ
て
も
、
文
献
史
学
の
側
か
ら
積
極
的

に
踏
み
込
め
る
主
要
な
論
題
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
（
斉
明
紀
）
に
は
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
当
時
の
当
該
地
域
の
も
の

と
し
て
は
稀
有
に
し
て
貴
重
な
現
地
名
が
、
同
時
代
史
料
と
し
て
か
な
り
記
録
さ
れ

て

お
り
、
そ
の
現
地
比
定
は
、
比
羅
夫
の
活
動
や
、
そ
れ
に
関
わ
る
北
方
世
界
の

人
々

の
行
動
を
知
る
た
め
の
重
要
な
作
業
の
一
つ
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
の
地
名
の
な
か
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
「
渡
嶋
」
を
は
じ
め
、
い
く
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

か
の
地
名
に
つ
い
て
は
、
私
も
か
つ
て
い
さ
さ
か
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
後

の

斯
界
の
研
究
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
当
時
の
私
の
理
解
（
渡
嶋
1
1
津
軽
海
峡
を
挟

む
世
界
説
）
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
り
、
現
在
で
は
「
渡
嶋
」
の
現
地
比
定
に

つ
い

て

は
、
そ
れ
を
北
海
道
と
み
る
こ
と
で
ほ
ぼ
見
解
が
一
致
し
、
そ
の
点
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て

は
も
は
や
議
論
の
対
象
と
す
ら
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。

　
た
し
か
に
近
年
の
、
こ
の
時
代
に
関
す
る
北
海
道
考
古
学
の
め
ざ
ま
し
い
進
展
と

そ
の
成
果
に
よ
っ
て
、
渡
嶋
1
1
北
海
道
説
は
、
ほ
ぼ
通
説
化
し
た
と
言
っ
て
よ
い
状

況
で

あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
本
州
と
北
海
道
と
の
間
の

密
接
な
交
流
関
係
が
相
当
に
解
明
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
ま
だ
論
じ
残
さ
れ
た
点
は
多
く
、
渡
嶋
H
北
海
道
説
に
つ
い
て
も
、

詳
細
に
み
れ
ば
論
者
に
よ
っ
て
微
妙
な
違
い
が
あ
り
、
な
お
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
点
も
残
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
私
が
旧
稿
で
提
起
し

た
「
津
軽
海
峡
を
挟
む
世
界
」
と
い
う
観
点
は
、
こ
の
時
代
の
北
海
道
を
ど
う
地
域

区
分
し
て
そ
の
歴
史
を
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
重
要
な
問
題
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て

お
り
、
本
稿
で
は
な
お
い
く
つ
か
の
論
点
を
提
示
し
た
い
と
思
う
。
確
か
に
本
州
と

北
海
道
と
の
密
接
な
交
流
は
、
も
は
や
、
わ
れ
わ
れ
の
か
つ
て
の
常
識
を
は
る
か
に

越

え
る
、
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
と
し
て

も
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
渡
嶋
を
単
に
「
北
海
道
」
と
の
み
断
定
す
る
こ
と
に

は
、
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
近
年
の
北
海
道
史
研
究
で
は
、
こ
の
斉
明
朝
は
、
続
縄
文
文
化
の
終
末
段
階

か

ら
擦
文
文
化
の
成
立
期
へ
の
移
行
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
擦
文
文
化
は

本
州
文
化
の
影
響
下
で
道
央
を
中
心
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
渡
嶋
問
題
は
こ
の

点
と
も
不
可
分
の
関
係
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
渡
嶋
蝦
夷
」
は
「
擦
文
集

団
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
私
の
言
う
「
海
峡
を
挟
む
世
界
」
と
の
関

係
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
本
稿
で
は
な
お
若
干
の
論
点
を
提
示
し

た
い
。

　

さ
ら
に
、
本
稿
で
は
深
入
り
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
渡
嶋
問
題
は
、
そ
の
さ

ら
に
北
方
の
世
界
と
関
わ
る
粛
慎
の
実
体
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
問
題
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
つ
な
が
っ
て
い
く
。
本
稿
で
も
、
あ
る
程
度

の
見
通
し
は
立
て
て
み
た
い
。

　
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
立
っ
た
上
で
、
旧
稿
で
も
行
っ
て
は
い
る
が
、

既
往
の
渡
嶋
問
題
に
関
す
る
研
究
を
再
度
整
理
し
な
が
ら
、
私
見
を
提
示
し
て
い
き

た
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
地
理
認
識
の
レ
ベ
ル
か
ら
考
え
て
、
渡
嶋
の
意
味

す
る
地
域
を
正
確
に
現
在
の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
比
羅
夫
が

厳
密
に
ど
こ
ま
で
行
っ
た
の
か
は
、
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
が
、
比
羅
夫
関
係
の
記
事
を
集
中
的
に
掲
載
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

て
、
他
の
類
似
の
事
例
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
と
も
関
わ
る
。

た
だ
当
時
の
人
々
の
北
方
世
界
の
認
識
の
な
か
で
、
お
お
よ
そ
ど
の
あ
た
り
を
観
念

し
て
い
た
の
か
、
現
時
点
で
の
論
点
の
整
理
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
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0
原
「
渡
嶋
1
1
北
海
道
」
説

②
「
渡
嶋
1
1
本
州
北
部
総
称
」
説
の
登
場
と
そ
の
展
開

　
斉
明
紀
に
み
え
る
阿
倍
比
羅
夫
に
よ
る
蝦
夷
・
粛
慎
征
討
記
事
は
、
そ
の
対
象
が
、

つ
い

に
古
代
国
家
の
国
郡
制
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
津
軽
以
北
の
地
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
早
く
江
戸
時
代
か
ら
注
目
を
集
め
、
そ
の
具
体
的
な
現
地
比
定
を

め

ぐ
っ
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　

こ
の
分
野
で
の
研
究
の
嗜
矢
と
目
さ
れ
る
の
は
新
井
白
石
［
1
］
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
渡
嶋
が
北
海
道
（
蝦
夷
地
）
に
比
定
さ
れ
る
と
、
こ
の
説
は
後
々
ま
で
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
北
方
探
検
家
と
し
て
著
名
な
松
浦
武
四
郎
も
、
北

海
道
の
地
名
選
定
に
当
た
っ
て
、
白
石
の
説
を
主
要
な
根
拠
と
し
て
い
る
。
学
問
的

に
は
新
井
白
石
と
は
対
極
的
な
位
置
を
占
め
る
本
居
宣
長
［
3
］
も
、
渡
嶋
に
つ
い

て

は

北
海
道
説
を
と
っ
て
い
る
し
、
こ
う
し
た
北
海
道
説
は
、
明
治
に
な
っ
て
も
、

細
か
い
点
で
は
差
が
あ
っ
て
若
干
の
批
判
的
な
論
点
が
出
さ
れ
た
も
の
の
、
基
本
的

に
は
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
。
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
飯
田
武
郷
［
5
］
・
沼
田

頼
輔
［
6
］
・
吉
田
東
伍
［
7
～
9
］
・
白
鳥
庫
吉
［
1
0
］
・
河
野
常
吉
［
1
2
∵
鳥
居
龍

蔵
［
1
3
］
・
喜
田
貞
吉
［
1
6
1
7
］
と
い
っ
た
諸
大
家
の
研
究
は
、
い
ず
れ
も
北
海
道

説
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
「
寛
政
三
奇
人
」
の
一
人
と
し
て
著
名
な
林
子
平
［
2
］
だ
け
は
、
北

海
道
説
に
懐
疑
的
で
、
後
方
羊
蹄
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
比
羅
夫
の
訪
問
地
は
津
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

あ
た
り
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

　

た
だ
こ
う
し
た
初
期
の
北
海
道
説
は
、
古
代
の
蝦
夷
を
そ
の
ま
ま
ア
イ
ヌ
と
み
な

（6
）し

、
ま
た
津
軽
か
ら
海
を
渡
ら
な
け
れ
ば
辿
り
着
け
な
い
場
所
と
い
う
こ
と
で
、
単

純

に
渡
嶋
を
北
海
道
と
解
す
る
も
の
で
、
そ
れ
以
上
の
積
極
的
な
根
拠
は
有
し
て
い

な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
以
上
の
根
拠
は
必
要
と
し
な
い
自
明
な
こ
と
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
解

さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
学
問
水
準
で
は
、
こ
の
ま
ま
で

は

北
海
道
説
を
支
持
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
新
井
白
石
の
研
究
以
来
、
常
識
と
な
っ
て
い
た
渡
嶋
1
1
北
海
道
説
に
対
し
て
、
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

じ
め
て
『
日
本
書
紀
』
以
下
の
諸
史
料
記
事
の
本
格
的
な
史
料
批
判
に
基
づ
い
て
反

論

を
な
し
、
渡
嶋
を
本
州
の
内
に
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
津
田
左
右
吉

　
（
9
）

［
1
4
］
で
あ
る
。
津
田
は
以
下
の
よ
う
な
論
点
を
提
示
し
た
。

　
①
渡
嶋
の
語
義
は
、
「
陸
路
に
よ
っ
て
交
通
往
復
す
る
こ
と
が
で
き
ず
海
を
渡
っ

　
　
て
行
く
と
こ
ろ
と
い
ふ
意
味
」
で
、
日
本
人
に
よ
る
命
名
で
あ
る
。

　

〔根
拠
〕
「
シ
マ
」
と
い
う
邦
語
は
必
ず
し
も
海
水
の
囲
続
し
て
い
る
土
地
を
さ

　
　
す
に
限
ら
な
い
こ
と
は
、
神
代
紀
の
「
越
の
し
ま
」
、
万
葉
集
巻
三
の
「
倭
し

　
　
ま
」
か
ら
知
ら
れ
る
（
二
六
八
頁
以
下
）
。

②
渡
嶋
は
、
鰐
田
・
淳
代
・
津
軽
と
い
っ
た
諸
集
落
の
総
称
で
あ
る
。

　

〔根
拠
〕
斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］
で
は
、
「
大
饗
而
帰
」
と
あ
っ
て
、
鰐
田
・
淳

　
　
代
・
津
軽
な
ど
の
遠
征
の
終
了
の
結
果
と
し
て
有
間
浜
で
大
饗
が
行
わ
れ
た
。

　
　
そ
こ
の
大
饗
に
参
加
し
た
渡
嶋
蝦
夷
が
、
そ
れ
ら
鰐
田
・
淳
代
・
津
軽
と
は
別

　
　
の
集
落
と
い
う
の
は
不
自
然
。
斉
明
五
年
紀
も
同
様
の
構
文
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
ま
た
養
老
四
年
紀
［
史
料
5
］
は
「
渡
嶋
の
津
軽
の
津
の
司
」
と
読
め
る
か
ら
、

　
　
渡
嶋
に
津
軽
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
二
六
八
頁
）
。

③
陸
路
の
整
備
に
よ
っ
て
渡
嶋
の
範
囲
は
次
第
に
奥
の
方
へ
狭
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
〔
根
拠
〕
①
の
よ
う
な
字
義
か
ら
す
れ
ば
、
出
羽
柵
が
秋
田
に
移
さ
れ
た
時
点
で
、

　
　
渡
嶋
が
秋
田
地
域
を
含
ま
な
く
な
る
の
は
当
然
で
、
ま
た
宝
亀
二
年
六
月
紀
に

　
　
「
出
羽
国
賊
地
野
代
湊
」
と
あ
る
か
ら
、
能
代
が
既
に
出
羽
国
辺
境
に
含
ま
れ

　
　
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
、
こ
の
時
点
で
は
津
軽
以
北
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
元
慶
紀
［
史
料
1
0
1
2
］
で
津
軽
と
渡
嶋
が
併
記
さ
れ
る
の
は
、
元
慶
の
乱
に
際

　
　
し
て
、
叛
徒
に
一
部
が
加
担
し
た
出
羽
に
近
い
南
方
の
集
落
1
1
津
軽
と
、
叛
乱

　
　
に
関
係
の
無
か
っ
た
北
方
の
集
落
1
1
渡
嶋
と
を
区
別
し
た
も
の
で
あ
る
。
渡
嶋

7
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同
様
、
津
軽
の
名
に
も
広
狭
が
あ
る
こ
と
は
、

以
下
）
。

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

斉
明
紀
で
知
ら
れ
る
（
二
八
五
頁

　
右
の
論
点
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
シ
マ
に
そ
う
し
た
字
義
が
あ
る
こ
と
は
、
津
田
が
挙
げ
た
以
外
に
も
多
数

　
　
　
　
　
　
ロ
　

の
事
例
が
あ
る
。
津
軽
半
島
で
は
、
つ
い
先
年
、
竜
泊
ラ
イ
ン
が
開
通
す
る
ま
で
、

小
泊
か
ら
竜
飛
岬
に
か
け
て
は
道
路
が
な
か
っ
た
。
ま
た
津
軽
海
峡
を
、
ア
イ
ヌ
が

「
し
ょ
っ
ぱ
い
川
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は

北
海
道
は
孤
立
し
た
シ
マ
で
は
な
い
と
も
い
え
る
。
た
だ
②
③
に
つ
い
て
は
、
一
見

し
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
史
料
解
釈
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
後
に
詳
し
く
ふ

れ

る
よ
う
に
、
激
し
い
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
こ
の
「
渡
嶋
1
1
本
州
北
部
総
称
」
説
は
、
後
に
田
名
網
宏
［
2
0
2
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

2
8
］
・
村
尾
次
郎
［
2
2
］
・
坂
本
太
郎
［
2
3
］
・
高
橋
富
雄
［
3
0
］
・
直
木
孝
次
郎

［
3
1
］
・
井
上
光
貞
［
3
9
］
・
松
原
弘
宣
［
4
5
］
等
の
多
く
の
研
究
者
に
、
基
本
的
に
は

襲
わ
れ
て
い
き
、
そ
の
後
、
近
年
ま
で
、
旧
来
の
「
渡
嶋
n
北
海
道
」
説
に
代
わ
っ

て

通
説
的
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
れ
ら
の
う
ち
、
田
名
網
説
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
論
争
史
の
な
か
で
詳
論
す
る

の

で
、
そ
れ
以
外
の
諸
説
に
つ
い
て
、
津
田
説
と
は
異
な
る
点
に
つ
い
て
こ
こ
で
ふ

れ
て
お
く
。

　
村
尾
次
郎
は
、
ワ
タ
リ
と
は
、
大
和
の
人
が
エ
ミ
ス
の
地
に
進
入
す
る
直
前
の
地

を
指
し
（
阿
武
隈
川
南
岸
地
域
を
亘
理
と
呼
ぶ
の
も
同
義
）
、
日
本
海
側
を
北
航
す

れ
ば
好
目
標
で
あ
る
男
鹿
が
、
本
来
の
渡
嶋
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
こ
う
し
た
特

定
の
場
所
の
名
称
で
あ
る
渡
嶋
が
、
「
越
の
渡
嶋
」
「
渡
嶋
の
津
軽
」
と
い
う
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

藤
原
京
時
代
に
広
範
囲
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
雄
物
川
・
米
代
川
・
岩
木
川

の
流
域
地
帯
は
す
べ
て
渡
嶋
と
汎
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
児
玉
作
左
衛

門
［
3
4
］
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
解
釈
は
夷
地
で
あ
る
限
り
渡
嶋
の
場
所
は
変

化
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
津
田
説
③
と
は
や
や
趣
が
異
な
る
と
い
え
よ
う
。

　
直
木
孝
次
郎
は
、
啓
蒙
書
中
で
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
明
確
に
そ
の

根
拠
は
示
し
て
い
な
い
が
、
一
度
に
北
海
道
に
行
く
の
は
危
険
だ
と
い
う
自
ら
の
体

験

に
基
づ
い
て
、
津
田
説
を
支
持
し
て
い
る
。
斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］
の
有
間
浜

は
鰐
田
近
く
で
、
渡
嶋
は
津
軽
半
島
。
津
軽
は
現
在
の
地
名
よ
り
も
南
の
、
鰐
田
に

近
い
部
分
を
指
す
と
い
う
。
渡
嶋
の
字
義
は
津
田
説
①
に
従
う
が
、
②
③
に
つ
い
て

は
、
右
記
の
よ
う
に
固
有
名
詞
的
に
と
ら
え
、
総
称
で
あ
る
と
か
地
域
の
変
化
が
あ

る
と
か
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

　
井
上
光
貞
は
、
津
田
説
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
。
た
だ
斉
明
紀
の
史
料

批
判
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
熊
谷
公
男
［
5
3
］
の
解
釈
の
基
礎
と
な

る
も
の
で
注
目
さ
れ
る
。

　
松
原

弘
宣
は
、
斉
明
四
年
紀
［
史
料
－
］
に
つ
い
て
、
恩
荷
を
鰐
田
・
淳
代
の
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

領
に
任
命
し
た
も
の
と
解
し
、
そ
れ
を
受
け
て
の
有
間
浜
で
の
饗
宴
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
参
集
し
た
渡
嶋
蝦
夷
と
は
、
鰐
田
・
淳
代
の
蝦
夷
を
指
す
と
す
る
の
が
も
っ

と
も
自
然
な
史
料
の
読
み
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
解
釈
に
立
て
ば
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
渡
嶋
は
鰐
田
・
淳
代
地
域
の
総
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
に
は
、
渡
嶋
蝦
夷
が
大
河
を
南
に
渡
っ
て
き
て
比

羅
夫
軍
に
合
流
し
て
い
る
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
粛
慎
軍
が
南
下
し
て
き
て
い
る
と

理
解

す
べ
き
で
、
こ
の
大
河
は
米
代
川
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
渡
嶋
は
鶴

田
・
淳
代
だ
と
言
う
。

　

ま
た
持
統
十
年
紀
［
史
料
3
］
も
そ
う
し
た
特
定
の
地
域
を
指
す
固
有
名
詞
と
解

し
て
問
題
な
く
、
養
老
・
宝
亀
の
記
事
［
史
料
4
～
6
］
も
同
じ
く
秋
田
・
能
代
地

域
と
み
て
問
題
な
い
と
言
い
、
元
慶
紀
・
保
則
伝
［
史
料
1
0
～
1
3
］
か
ら
み
て
も
津

田
の
言
う
よ
う
な
本
州
北
部
の
総
称
説
は
な
り
た
た
ず
（
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
本

稿
で
も
後
に
詳
述
す
る
）
、
秋
田
・
能
代
地
域
を
指
す
固
有
名
詞
と
見
る
べ
き
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

　
北
方
史
研
究
が
進
展
し
た
現
時
点
で
は
、
こ
う
し
た
渡
嶋
を
本
州
北
部
の
内
に
お

さ
め
よ
う
と
す
る
説
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次

8
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章
以
下
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

③
渡
嶋
1
1
北
海
道
説
の
反
論
と
論
争
の
展
開

　
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
津
田
説
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
渡

嶋
」
理
解
に
つ
い
て
の
常
識
を
覆
す
新
説
で
あ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
活
発
な
議
論
を
惹

起
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
昭
和
二
十
八
年
に
な
っ
て
、
北
海
道
説
に
立
つ
瀧
川
政
次
郎
［
1
9
］
と
、

基
本
的
に
津
田
説
を
支
持
す
る
田
名
網
宏
［
2
0
］
と
が
、
ほ
ぼ
同
時
に
論
文
を
発
表

す
る
と
、
よ
う
や
く
渡
嶋
の
現
地
比
定
を
め
ぐ
っ
て
本
格
的
な
論
争
が
展
開
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
続
く
田
名
網
［
2
4
2
8
］
・
瀧
川
［
2
7
］
と
あ
わ
せ
て
、
ま

ず
両
者
の
論
点
を
対
比
的
に
示
し
て
み
る
。

　
瀧
川
説
の
要
点
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
①
有
間
浜
は
十
三
湊
で
あ
る
。

　

〔根
拠
〕
斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］
の
征
行
で
は
津
軽
・
淳
代
二
郡
の
郡
領
を
定

　
　
め
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
と
も
な
う
饗
宴
の
場
で
あ
る
有
間
浜
は
、
津
軽
・
淳

　
　
代
二
郡
の
う
ち
で
あ
る
。
有
間
浜
へ
は
船
団
で
進
む
わ
け
で
あ
る
が
、
津
軽
・

　
　
淳
代
の
う
ち
で
百
八
〇
艘
も
の
兵
船
を
停
泊
で
き
る
湊
は
十
三
湊
以
外
に
な
い

　
　
（
1
9
三
〇
頁
）
。
斉
明
五
年
紀
の
「
一
所
」
は
同
じ
く
有
間
浜
1
1
十
三
湊
と
解
す

　
　
べ
き
で
あ
る
（
2
7
六
九
頁
。
深
浦
・
鰺
ケ
沢
な
ど
は
規
模
か
ら
み
て
失
格
で
あ
る
）
。

　
　
有
間
浜
の
音
は
私
郡
江
流
末
に
近
い
が
、
そ
の
江
流
末
郡
は
十
三
湊
地
域
を
含

　
　
む
も
の
で
あ
る
。

②
十
三
湊
か
ら
出
帆
し
て
北
に
進
め
ば
船
は
自
ず
と
北
海
道
へ
着
く
の
で
、
渡
嶋

　
　
は
北
海
道
で
あ
る
。

　

〔根
拠
〕
十
三
湊
か
ら
潮
流
を
は
ず
れ
て
青
森
湾
に
は
い
る
の
は
困
難
だ
が
、
積

　
　
丹
半
島
の
神
威
岬
な
ど
北
海
道
西
海
岸
に
行
く
の
は
容
易
で
あ
る
。
日
本
語
シ

　
　
マ
は
必
ず
し
も
水
で
囲
ま
れ
た
陸
地
を
意
味
し
な
い
が
、
「
渡
嶋
」
と
い
う
以

　
上
は
、
船
で
渡
ら
な
け
れ
ば
行
け
な
い
陸
地
の
意
で
あ
る
（
2
7
六
八
頁
）
。

③
渡
嶋
は
出
羽
と
は
陸
続
き
で
は
な
い
。

〔根
拠
〕
持
統
十
年
三
月
紀
［
史
料
3
］
の
解
釈
…
「
越
度
嶋
蝦
夷
」
は
、
「
越
の

　
蝦
夷
及
び
度
嶋
の
蝦
夷
」
と
も
「
越
の
国
に
属
す
る
度
嶋
の
蝦
夷
」
と
も
解
せ

　

ら
れ
る
が
、
仮
に
後
者
で
も
越
と
渡
嶋
と
が
陸
続
き
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
い

（た
と
え
ば
伊
豆
大
島
で
あ
っ
て
も
伊
豆
と
大
島
は
陸
続
き
で
は
な
い
）
。

　
養
老
二
年
八
月
紀
［
史
料
4
］
の
解
釈
…
出
羽
井
渡
嶋
蝦
夷
と
「
井
」
字
が
あ

　

る
の
だ
か
ら
、
出
羽
と
渡
嶋
が
別
の
島
で
あ
る
証
拠
に
は
な
っ
て
も
、
出
羽
と

　
渡
嶋
が
陸
続
き
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。

　
養
老
四
年
正
月
紀
［
史
料
5
］
の
解
釈
…
「
渡
嶋
の
津
軽
」
と
、
津
軽
を
渡
嶋

　
の

な
か
に
含
む
読
み
方
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
「
渡
嶋
と
津
軽
の
津
司
」
と

　
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
北
海
道
と
津
軽
を
往
復
す
る
船
の
発
着
港
の
監

　
察
官
司
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
津
軽
は
地
方
名
で
港
名
で
は
な
い
。
だ
か
ら
渡
嶋
の
津
軽
港
の
津
司

　
と
い
う
訓
み
は
あ
り
え
な
い
。

　
宝
亀
十
一
年
五
月
紀
［
史
料
6
。
伊
治
公
些
麻
呂
の
乱
］
の
解
釈
…
渡
嶋
蝦
秋
が

　
呼
応

し
た
こ
と
に
対
し
て
出
羽
国
に
慰
喩
さ
せ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
渡
嶋
と

　
出
羽
国
が
陸
続
き
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
（
た
と
え
ば
、
瀬
戸
内
海
の
海
賊
に
、

　
四
国
九
州
の
海
賊
が
呼
応
す
る
こ
と
が
あ
る
）
。
（
以
上
、
2
7
六
八
頁
以
下
）

④
後
方
羊
蹄
は
余
市
で
あ
る
。

〔根
拠
〕
斉
明
五
年
紀
に
み
え
る
、
政
所
を
置
い
た
と
い
う
「
後
方
羊
蹄
」
を

　
『
日
本
書
紀
』
が
「
斯
梨
蔽
之
」
と
訓
む
の
は
疑
問
で
、
「
シ
リ
パ
の
ヨ
ウ
テ

　
イ
」
と
訓
む
べ
き
も
の
（
1
9
三
二
頁
以
下
）
。
シ
リ
パ
山
が
余
市
に
あ
り
、
余

　
市
の
旧
名
は
イ
オ
チ
で
あ
る
。
比
羅
夫
は
そ
れ
を
ヨ
ウ
テ
イ
と
聞
き
誤
っ
て
羊

　
蹄
の
字
を
あ
て
た
。
余
市
は
気
候
も
地
形
も
よ
く
、
天
産
も
豊
か
で
、
政
所
を

　
置
く
に
ふ
さ
わ
し
い
。
余
市
神
社
の
立
地
も
後
世
の
郡
衙
の
立
地
に
ふ
さ
わ
し

　
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
の
大
河
は
余
市
川
。
弊
賂
弁
嶋

9
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は

余
市
付
近
の
古
平
で
あ
る
。
古
平
港
に
面
す
る
海
岸
を
掘
る
と
葭
の
根
が
大

　
量
に

出
土
す
る
が
、
地
形
的
に
み
て
も
こ
こ
は
か
つ
て
島
で
あ
っ
た
。
ま
た
ヘ

　
ロ
ベ
は
ア
イ
ヌ
語
で
緋
を
意
味
す
る
が
、
古
平
沖
合
は
有
名
な
緋
の
漁
場
で
あ

　
る
。

⑤
「
比
羅
夫
北
征
」
の
一
般
的
評
価

　
戦
前
の
国
史
家
の
日
本
に
対
す
る
過
大
評
価
へ
の
反
動
で
、
戦
後
の
日
本
史
家

　
が

日
本
を
過
小
評
価
し
て
い
る
。
比
羅
夫
が
北
海
道
へ
行
く
こ
と
な
ど
驚
く
こ

　
と
で
は
な
い
。

　
一
方
、
田
名
網
［
2
0
］
は
、
ま
ず
、
明
解
な
津
田
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
渡
嶋

‖
北
海
道
説
が
根
強
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
と
批
判
し
、
次
の
よ
う

な
論
点
を
加
え
た
。

　
①
北
海
道
説
が
あ
る
の
は
、
中
世
以
降
（
と
く
に
近
世
以
降
）
、
渡
嶋
の
指
す
地

　
　
域
が
変
化
し
北
海
道
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
先
入
観
の
影
響
で
あ
る
。

　

〔根
拠
〕
津
田
の
言
う
よ
う
に
船
で
行
く
の
が
渡
嶋
で
あ
り
、
本
州
北
部
は
、
征

　
　
服
後

は
陸
路
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
渡
嶋
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
な
り
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
つ
て
渡
嶋
で
あ
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
つ
づ
く
田
名
網
［
2
4
］
で
、
今
度
は
具
体
的
な
史
料
に
基
づ
い
て
さ
ら
に

議
論

を
展
開
し
、
宝
亀
十
一
年
五
月
紀
［
史
料
6
］
・
弘
仁
元
年
十
月
紀
［
史
料

8
］
・
元
慶
紀
［
史
料
1
0
1
2
1
3
］
に
み
え
る
渡
嶋
は
、
す
べ
て
出
羽
国
と
の
密
接
な

関
係
を
示
し
て
お
り
、
と
く
に
元
慶
紀
は
、
渡
嶋
が
秋
田
城
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な

い

こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
、

　
②
渡
嶋
は
出
羽
国
に
近
接
し
た
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、

　
　
そ
れ
を
北
海
道
と
は
解
し
が
た
い
。

　
と
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
瀧
川
［
2
7
］
の
反
論
を
受
け
た
田
名
網
［
2
8
］

で

さ
ら
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

〔根
拠
〕
瀧
川
説
②
の
よ
う
に
、
「
渡
嶋
」
と
い
う
以
上
は
、
船
で
渡
ら
な
け
れ

ば
行
け
な
い
陸
地
の
意
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
鰐
田
・
淳
代
・
津
軽
方
面

は

ま
さ
に
そ
れ
で
あ
っ
て
自
説
へ
の
批
判
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
地
へ
陸
路
が

通

じ
る
の
は
八
世
紀
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
瀧
川
説
③
に
つ
い

て

は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。

持
統

十
年
三
月
紀
［
史
料
3
］
の
解
釈
…
こ
れ
は
「
越
の
国
か
ら
渡
っ
て
い
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
島
の
意
」
で
問
題
な
い
。

養
老
二
年
八
月
紀
［
史
料
4
］
の
解
釈
…
陸
続
き
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で

は
な
く
、
船
で
行
く
と
こ
ろ
が
渡
嶋
で
あ
る
。
そ
れ
が
北
海
道
で
あ
る
必
要
は

な
い
。
「
井
」
は
（
渡
嶋
を
含
む
）
津
軽
が
出
羽
国
で
は
な
か
っ
た
か
ら
。
北

海
道
と
出
羽
の
蝦
夷
が
一
緒
に
馬
を
貢
上
す
る
と
い
う
の
も
お
か
し
い
。

養
老
四
年
正
月
紀
［
史
料
5
］
の
解
釈
…
津
田
説
以
来
、
素
直
に
読
め
ば
「
渡

嶋
の
津
軽
の
津
司
」
。
津
軽
の
な
か
の
港
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
津
軽
津
と

い
う
固
有
名
詞
だ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。

宝
亀
十
一
年
五
月
紀
［
史
料
6
。
伊
治
公
些
麻
呂
の
乱
］
の
解
釈
…
伊
治
の
蝦
夷

に
北
海
道
蝦
夷
が
呼
応
す
る
と
は
常
識
的
に
考
え
ら
れ
な
い
。
海
賊
の
例
示
は

不
適
切
で

あ
る
。
秋
田
辺
の
蝦
夷
だ
か
ら
出
羽
国
が
急
い
で
慰
撫
し
賜
饗
し
た

の

で
あ
る
。
当
時
は
奥
羽
の
中
部
に
し
か
中
央
の
勢
力
は
及
ん
で
お
ら
ず
（
比

羅
夫
の
場
合
は
特
殊
事
情
）
、
北
海
道
が
問
題
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
瀧
川
説
①
に
つ
い
て
は
一
次
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ
れ
た
。

③
有
間
浜
は
鰐
田
の
浦
の
近
辺
で
あ
る
。

〔根
拠
〕
斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］
の
有
間
浜
と
、
斉
明
五
年
紀
の
「
一
所
」
に

　
つ
い
て
、
瀧
川
は
同
一
視
し
て
い
る
。
た
し
か
に
斉
明
四
年
紀
と
同
五
年
紀
が

　
同
事
重
出
な
ら
ば
有
間
浜
‖
一
所
で
あ
る
。
し
か
し
同
事
重
出
記
事
で
な
け
れ

　
ば
、
両
者
は
別
で
も
よ
く
、
必
ず
し
も
「
一
所
」
を
有
間
浜
と
し
な
く
て
よ
い
。

　
有
間
浜
1
1
十
三
湊
は
推
定
と
し
て
は
あ
り
得
る
が
、
し
か
し
他
の
可
能
性
も
否

IO
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定
で
き
な
い
。
斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］
の
書
き
方
だ
と
、
「
遂
於
有
間
浜
」
と

あ
る
か
ら
、
「
い
よ
い
よ
最
後
に
有
間
浜
で
大
饗
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

鰐

田
の
浦
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
を
有
間
浜
と
解
す
べ
き
で
、
深
浦
あ
た
り

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

で

も
可
能
性
は
あ
る
。
ま
た
船
は
鰐
田
の
浦
に
入
っ
た
が
、
有
間
浜
は
そ
こ
か

ら
陸
路
を
進
ん
だ
大
饗
の
地
で
あ
っ
て
、
船
が
停
泊
す
る
と
こ
ろ
と
み
る
必
要

は
な
い
。
瀧
川
が
有
間
浜
に
良
港
と
い
う
条
件
を
当
て
は
め
て
十
三
湊
に
比
定

し
た
が
、
そ
う
し
た
条
件
で
有
間
浜
を
探
す
必
要
は
な
い
。
ま
た
仮
に
有
間
浜

ま
で
船
で
行
っ
た
と
し
て
も
軍
事
行
動
の
場
合
に
は
最
適
の
場
所
を
使
う
と
は

限

ら
ず
、
臨
機
応
変
に
次
善
の
策
を
と
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。

明
五
年
紀
の
「
至
肉
入
籠
」
も
同
様
で
、
い
ず
れ
も
瀧
川
の
よ
う
に
北
進
の
時
間
的

順
序
に
従
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
み
て
解
釈
す
る
か
、
田
名
網
の
よ
う
に
す
べ
て
を

ま
と
め
て
秋
田
・
能
代
の
な
か
で
解
釈
す
る
か
、
両
説
と
も
可
能
で
あ
る
。
ど
ち
ら

が
是
か

は
よ
り
精
密
な
書
紀
の
文
献
批
判
に
帰
す
る
、
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
松
原
弘
宣
［
4
5
］
の
よ
う
に
、
田
名
網
の
瀧
川
批
判
は
す
べ
て
当
然
で
、
何

も
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
論
文
も
あ
る
。

　
た
し
か
に
両
者
の
論
点
は
、
い
ず
れ
と
も
言
え
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
評
価
に
つ

い
て

は
、
さ
ら
に
別
な
視
点
を
も
踏
ま
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
後
に
ま

と
め
て
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
瀧
川
説
④
⑤
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

④
後
方
羊
蹄
は
本
州
北
部
で
あ
る
。

〔根
拠
〕
瀧
川
も
別
な
と
こ
ろ
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
事

　
は

基
本
的
に
信
用
で
き
る
。
こ
こ
の
訓
に
つ
い
て
も
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
述

　
の

ま
ま
採
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
瀧
川
の
よ
う
に
「
シ
リ
パ
の
ヨ
ウ
テ
イ
」
と
分

　
割
し
て
訓
む
べ
き
で
は
な
い
。
文
脈
か
ら
見
て
有
間
浜
・
肉
入
籠
・
後
方
羊
蹄

　
は

相
互
に
近
く
の
は
ず
で
、
北
海
道
と
は
解
し
が
た
い
。

⑤
「
比
羅
夫
北
征
」
の
一
般
的
評
価
…
奥
羽
南
部
に
ま
だ
未
征
服
の
と
こ
ろ
が
あ

　

る
の
に
、
そ
れ
で
も
津
軽
ま
で
行
っ
た
こ
と
を
評
価
す
べ
き
だ
。
こ
れ
で
も
大

　
事
業
で
あ
る
。

　

こ
の
両
者
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
直
後
に
虎
尾
俊
哉
［
2
9
］
に
よ
る
寸
評
が
な
さ

れ
て

い

る
。
そ
こ
で
は
両
説
の
違
い
の
ポ
イ
ン
ト
が
、
斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］
の

「遂
於
有
間
浜
」
の
「
遂
」
の
解
釈
に
あ
る
と
指
摘
し
、
瀧
川
は
「
秋
田
・
能
代
よ

り
進
撃
し
て
遂
に
有
間
浜
に
至
っ
た
」
と
解
す
る
が
、
し
か
し
田
名
網
の
言
う
よ
う

に
そ
れ
が
唯
一
の
解
釈
で
は
な
い
。
「
い
よ
い
よ
最
後
に
」
の
意
味
に
も
と
る
こ
と

が
で

き
、
秋
田
・
能
代
方
面
で
の
軍
事
行
動
の
内
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
斉

④
渡
嶋
1
1
本
州
北
部
総
称
説
の
終
焉

　
本
稿
②
で
み
た
よ
う
に
、
津
田
説
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
一
連
の
学
説
が
、
そ
の
後
、

学
界
で
は

優
位
に
立
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
や
が
て
北
海
道

説
の
立
場
か
ら
有
力
な
批
判
が
相
次
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
、

児
玉
作
左
衛
門
［
3
4
3
6
3
7
］
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
以
下
の
通
り
。

　
①
渡
嶋
は
民
族
名
で
あ
る
。

　

〔根
拠
〕
斉
明
紀
に
は
「
渡
嶋
」
単
独
で
は
現
れ
ず
、
「
渡
嶋
蝦
夷
」
と
い
う
用

　
　
法
し
か
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
渡
嶋
が
地
名
で
は
な
く
民
族
名
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
比
羅
夫
は
、
通
常
の
蝦
夷
と
異
な
る
容
貌
の
蝦
夷
（
す
な
わ
ち
ア
イ
ヌ
）
に
興

　
　
味
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
3
4
一
〇
五
頁
以
下
）
。

　
②
渡
嶋
は
北
海
道
で
あ
る
。

　

〔根
拠
〕
A
斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］
だ
け
み
る
と
津
田
説
②
の
よ
う
に
も
読
め

　
　
る
が
、
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
で
は
陸
奥
蝦
夷
と
渡
嶋
蝦
夷
と
が
対
比
さ
れ

　
　
て
い
る
。
こ
こ
で
の
陸
奥
は
鰐
田
・
淳
代
・
津
軽
の
総
称
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

　
　
と
対
比
さ
れ
る
渡
嶋
は
北
海
道
と
し
か
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
斉
明
五
年

　
　
紀
に
は
、
鰐
田
・
淳
代
・
津
軽
・
胆
振
鉗
蝦
夷
が
み
え
る
が
、
そ
こ
に
は
総
称

II
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と
し
て
の
渡
嶋
蝦
夷
と
い
う
表
記
が
な
い
こ
と
も
総
称
説
が
成
立
し
な
い
証
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
で

あ
る
（
3
4
二
〇
七
頁
以
下
）
。
斉
明
元
年
七
月
紀
で
も
、
越
蝦
夷
が
柵
養
蝦

　
夷
、
陸
奥
蝦
夷
が
津
刈
蝦
夷
に
対
応
し
て
い
て
、
津
軽
が
陸
奥
に
入
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
三
二
頁
以
下
）
。

　
B
斉
明
紀
に
は
熊
献
上
の
記
載
が
あ
る
が
、
熊
は
北
海
道
に
し
か
住
ん
で
い
な

　
い
。
津
田
［
1
4
二
八
七
頁
］
説
・
田
名
網
［
2
0
一
八
頁
］
説
で
は
、
延
暦
二
十

　
一
年
太
政
官
符
［
史
料
7
］
を
援
用
し
て
、
北
海
道
と
の
交
易
の
成
果
だ
と
す

　

る
が
、
北
海
道
と
の
交
流
は
古
く
か
ら
盛
ん
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
直
接
北
海

　
道
へ
行
っ
た
と
み
れ
ば
す
む
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
当
時
既
に
交
易
の
対
象
と

　
し
て
の
北
海
道
の
存
在
を
認
め
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
渡
嶋
に
そ
れ
が
含
ま
れ
な

　
い
の

か
説
明
で
き
な
い
（
3
4
一
一
＝
頁
以
下
）
。

③
渡
嶋
蝦
夷
の
一
部
は
津
軽
に
渡
り
住
ん
で
い
る
。

〔根
拠
〕
A
斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］
に
つ
い
て
の
津
田
説
②
の
解
釈
を
、
右
の

　
児
玉
説
②
A
の
結
論
を
ふ
ま
え
て
考
え
直
す
と
、
有
間
浜
で
饗
宴
さ
れ
た
渡
嶋

　
蝦
夷
と
は
、
北
海
道
の
蝦
夷
で
津
軽
に
渡
り
住
ん
で
い
た
も
の
と
す
れ
ば
よ
い
。

　
奥
羽
に
古
く
か
ら
ア
イ
ヌ
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
存
在
か

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　

ら
明
ら
か
で
あ
る
。
「
渡
嶋
蝦
夷
等
」
と
「
等
」
が
あ
る
の
で
、
他
の
陸
奥
蝦

　
夷
も
招
か
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
渡
嶋
蝦
夷
の
容
貌
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
体
と
な
っ
て
史
料
に
明
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
3
4
一
〇
七
頁
以
下
）
。
ま
た
①
に

　

あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
渡
嶋
は
民
族
名
で
あ
る
か
ら
、
移
住
し
た
も
の
の
居

　
住
地
と
は
関
係
が
な
い
（
二
二
五
頁
）
。

　

B
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
に
出
羽
・
渡
嶋
蝦
夷
が
馬
を
運
ん
だ
こ
と
が
み
え

　

る
。
津
田
説
で
は
、
渡
嶋
を
船
で
行
く
と
こ
ろ
と
解
釈
す
る
か
ら
、
多
数
の
馬

　
を
船
で
運
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
考
え
が
た
い
。
北
海
道
に

　
馬
が
入
る
の
は
後
世
で
あ
る
の
で
、
こ
の
史
料
は
、
津
軽
に
渡
り
住
ん
で
い
た

　
渡
嶋
蝦
夷
と
み
て
陸
路
に
よ
る
馬
の
運
送
を
示
す
も
の
と
考
え
る
（
3
4
一
一
四

　
頁
以
下
）
。

C
田
名
網
説
②
の
宝
亀
十
一
年
五
月
紀
［
史
料
6
］
や
弘
仁
元
年
紀
［
史
料
8
］
、

元

慶
紀
［
史
料
1
0
1
2
1
3
］
も
、
津
軽
に
住
む
渡
嶋
蝦
夷
と
考
え
れ
ば
解
決
す

る
こ
と
（
3
4
二
五
頁
以
下
）
。

D
と
く
に
元
慶
紀
で
は
、
渡
嶋
蝦
夷
と
津
軽
蝦
夷
と
が
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て

い

る
の
で
、
津
軽
は
渡
嶋
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
確
。
津
田
説
③
の
よ

う
な
理
解
は
不
自
然
で
あ
る
（
3
4
一
一
五
頁
以
下
）
。

　

こ
う
し
た
児
玉
説
は
、
研
究
史
的
に
は
以
後
の
北
海
道
説
再
生
の
起
点
と
見
倣
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発
想
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
研
究
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
結
果
、

以
下

に
述
べ
る
よ
う
に
、
津
田
説
①
の
論
点
を
の
ぞ
い
て
、
津
田
説
②
③
の
論
拠
は

ほ
ぼ
崩
壊
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
古
来
議
論
の
あ
る
斉
明
紀
の
比
羅
夫
「
北
征
」
関
係
記
事
の
史
料
批
判
の
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

展
も
無
視
で
き
な
い
。
と
く
に
熊
谷
公
男
［
5
3
］
の
そ
れ
は
、
細
部
に
な
お
様
々
な

論
点
が
残
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
現
時
点
で
も
一
つ
の
到
達
点
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
本
稿
で
も
、
史
料
批
判
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
熊
谷
説
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

　
さ
て
そ
の
上
で
、
津
田
説
批
判
に
つ
い
て
、
本
稿
0
で
要
約
し
た
、
そ
れ
と
密
接

に

関
わ
る
瀧
川
ー
田
名
網
論
争
の
評
価
を
交
え
な
が
ら
、
以
下
に
そ
の
要
点
を
掲
げ

る
。

・

津
田
説
②
の
斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］
の
解
釈
に
つ
い
て

　

こ
の
論
点
は
、
も
と
も
と
い
か
よ
う
に
で
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
要

素
が
強
い
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
本
稿
●
で
既
述
し
た
よ
う
に
、
瀧
川
説
①
と

田
名
網
説
③
と
の
対
立
が
あ
り
、
そ
こ
で
ふ
れ
た
虎
尾
［
2
9
］
の
説
く
ご
と
く
、
す

ぐ
に
ど
ち
ら
か
と
は
決
定
で
き
な
い
部
分
で
あ
る
。
た
だ
熊
谷
説
の
史
料
批
判
に
よ

り
、
斉
明
四
年
紀
と
同
五
年
紀
と
を
別
記
事
と
み
れ
ば
、
有
間
浜
を
南
に
考
え
る
田

名
網
説
③
の
方
が
理
解
し
や
す
い
が
（
有
間
浜
の
現
地
比
定
に
つ
い
て
は
後
述
）
、

そ
う
読
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
津
田
説
の
よ
う
な
総
称
説
の
理
解
が

出
て
く
る
と
は
限
ら
な
い
。
大
饗
さ
れ
た
渡
嶋
蝦
夷
が
、
鰐
田
・
淳
代
・
津
軽
の
蝦
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（
2
5
）

夷
と
は
別
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
史
料
の
読
み
で
は
な
い
。

　

な
お
松
原
［
4
5
］
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
独
自
の
読
み
を
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

・
津
田
説
③
に
つ
い
て

　

こ
れ
は
も
と
も
と
、
お
そ
ら
く
津
田
自
身
も
気
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
右

の

斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］
に
つ
い
て
の
津
田
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
渡
嶋
‖
本
州
北

部
総
称
説
そ
の
も
の
を
成
立
し
が
た
く
さ
せ
る
要
素
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　
渡
嶋
が
、
和
語
と
し
て
、
陸
路
の
整
備
が
不
十
分
で
船
で
行
く
と
こ
ろ
（
陸
路
が

で

き
る
ま
で
の
一
時
的
な
呼
称
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か

に

そ
の
範
囲
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
も
分
か
ら
な
い
で
は
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
元
慶
の
乱
に
関
す
る
一
連
の
史
料
［
1
0
～
1
3
］
で
、
明
確
に
渡

嶋
と
津
軽
が
区
別
さ
れ
て
い
る
以
上
、
児
島
説
③
D
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
苦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

し
い
解
釈
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
津
田
説
で
は
、
津
軽
に
も
広
狭
二
義
が
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
決
定
的
な
解
釈
で
は
な
い
。
実
際
、
津
田
説
の
流
れ
を
く
む

諸
説
で
も
、
本
稿
②
で
既
述
し
た
よ
う
に
、
村
尾
［
2
2
］
・
松
原
［
4
5
］
な
ど
は
、

地
域
の

変
化
と
い
う
こ
と
は
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
強
固
な
津
田
説

の
継
承
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
田
名
網
説
で
も
、
渡
嶋
が
指
す
地
域
に
つ
い
て
は
む
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
8
）

ろ
固
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
節
が
あ
る
。

　
ま
た
熊
田
亮
介
［
5
4
］
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
元
慶
三
年
紀
［
史
料
1
2
］
に
よ
れ

ば
、
渡
嶋
は
「
夷
首
百
三
人
、
率
種
類
三
千
人
」
を
擁
す
る
集
団
で
あ
っ
て
、
津
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

説

に
言
う
よ
う
な
、
狭
小
な
地
で
は
あ
り
得
な
い
。

　
ま
た
児
玉
説
②
A
で
提
起
さ
れ
た
「
陸
奥
蝦
夷
」
と
の
対
比
［
史
料
2
］
も
無
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

で
き
な
い
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
こ
の
「
陸
奥
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
以
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

様
々
な
論
点
が
提
示
さ
れ
、
今
な
お
必
ず
し
も
完
全
に
解
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
「
陸
奥
」
に
鰐
田
・
淳
代
・
津
軽
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が

高
い
。
こ
の
点
か
ら
も
や
は
り
津
田
の
言
う
総
称
説
の
成
立
は
困
難
で
あ
る
。

　
ま
た
児
玉
説
①
の
大
前
提
で
あ
る
、
渡
嶋
を
本
拠
地
に
ち
な
む
民
族
名
と
す
る
点

に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
熊
谷
［
5
3
］
に
継
承
さ
れ
た
。
熊
谷
も
渡
嶋
は
単
な
る
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

域
名
で
は
な
く
、
そ
の
地
域
を
本
拠
と
す
る
蝦
夷
集
団
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
宝
亀
十
一
年
紀
［
史
料
6
］
に
あ
る
よ
う
に
渡
嶋
蝦
夷
は
長
く
朝
貢
を
続
け
て

い

る
か
ら
、
そ
う
し
た
特
定
の
地
域
の
蝦
夷
集
団
を
他
と
区
別
す
る
た
め
に
固
定
的

に
指
称
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
津
田
説
③
は
、
や
は
り
成

立
が
困
難
で
あ
ろ
う
。

・

津
田
説
②
の
養
老
四
年
紀
［
史
料
5
］
の
解
釈
に
つ
い
て

　
瀧
川
説
③
と
田
名
網
説
②
と
で
も
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
も
と

も
と
循
環
論
法
の
嫌
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
総
称
説
が
崩

れ
て

く
る
と
、
「
渡
嶋
の
津
軽
の
津
の
司
」
と
、
津
軽
が
渡
嶋
に
含
ま
れ
る
よ
う
な

訓
み
を
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
「
渡
嶋
と
津
軽
と
の
津
の
司
」
「
渡
嶋
と
、
津
軽

　
　
　
　
（
3
3
）

の

津
と
の
司
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
前
者
で
あ
ろ
う
か
。
渡
嶋
～
津
軽

と
い
う
一
つ
の
連
続
し
た
地
域
名
と
も
解
釈
で
き
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
津
田
説
の
渡
嶋
1
1
本
州
北
部
総
称
説
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
が

浮
か
び
上
が
っ
た
時
点
で
、
ほ
ぼ
そ
の
成
立
が
不
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
津
田
説
を

修
正

し
な
が
ら
継
承
し
た
諸
説
に
つ
い
て
も
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
る
。

・

村
尾
説
に
つ
い
て

　
村
尾
説
で

は
、
既
述
し
た
ご
と
く
、
津
田
説
③
の
よ
う
な
、
対
象
と
な
る
地
域
が

変
化
す
る
と
い
う
視
点
は
打
ち
出
さ
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
総
称
説
を
採
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

以
上
、
そ
の
成
立
は
困
難
で
あ
る
。

・
松
原
説
に
つ
い
て

　
本
稿
②
で
ふ
れ
た
松
原
説
の
う
ち
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
な
る
斉
明
四
年
紀
［
史
料

1
］
の
解
釈
は
、
や
は
り
問
題
で
あ
ろ
う
。
斉
明
紀
の
史
料
批
判
に
つ
い
て
の
熊
谷

説
（
斉
明
四
年
紀
と
同
五
年
紀
と
を
別
事
象
と
見
る
）
に
立
て
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で

あ
る
が
、
「
恩
荷
の
淳
代
・
津
軽
郡
領
任
命
を
う
け
て
の
渡
嶋
蝦
夷
の
饗
宴
」
と

い

う
解
釈
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
熊
谷
説
に
立
た
な
く
て
も
、
関
口
明
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［
5
0
］
に
あ
る
よ
う
に
、
松
原
説
の
よ
う
に
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
な
ぜ
鰐
田
・
淳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

代

に
か
え
て
渡
嶋
と
い
う
表
記
を
使
う
の
か
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
渡
部
育
子
［
4
9
］
も
、
松
原
説
は
説
得
力
に
欠
け
る
か
史
料
解
釈
が
妥
当
で

は
な
い
と
し
て
い
る
。
と
く
に
養
老
・
宝
亀
の
記
事
［
史
料
4
～
6
］
の
渡
嶋
が
秋

田
・
能
代
と
解
釈
で
き
る
根
拠
が
不
明
で
、
宝
亀
十
一
年
紀
［
史
料
6
］
に
つ
い
て

は
、
宝
亀
二
年
六
月
紀
で
、
野
代
湊
を
出
羽
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
野
代
を
渡
嶋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

に
入
れ
る
の
は
お
か
し
い
と
論
じ
る
。

　

さ
ら
に
熊
谷
説
に
あ
る
よ
う
に
、
貞
観
十
七
年
紀
［
史
料
9
］
で
、
渡
嶋
と
秋
田

が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
以
上
、
渡
嶋
に
秋
田
が
含
ま
れ
る
と
い
う
松
原
説
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

そ
の
成
立
は
も
は
や
不
可
能
と
い
え
よ
う
。

・

田
名
網
説
①
に
つ
い
て

　
児
玉
説
で
も
と
く
に
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、
本
質
的
な
論
点
で
は
な
い

が
、
本
稿
末
の
史
料
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
渡
嶋
と
い
う
呼
称
は
九
世
紀
で
途
絶
え
て

い

る
。
杉
山
荘
平
［
3
8
］
が
明
言
す
る
よ
う
に
、
こ
の
論
点
は
論
争
か
ら
は
ず
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

・

瀧
川
説
②
ー
田
名
網
説
②
に
つ
い
て

　
瀧
川
説
②
の
前
半
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
し
か
し
有
間
浜
の
位
置
（
後
述
）
に

よ
っ
て
は
、
渡
航
先
が
た
だ
ち
に
北
海
道
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
既
述
し
た
よ
う

に
、
近
年
ま
で
津
軽
半
島
北
部
日
本
海
側
は
陸
路
が
通
じ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

瀧
川
説
②
の
後
半
は
田
名
網
説
②
に
あ
る
よ
う
に
問
題
と
な
ら
な
い
。

・

瀧
川
説
③
ー
田
名
網
説
②
の
史
料
解
釈
に
つ
い
て

　
養
老
四
年
紀
［
史
料
5
］
に
つ
い
て
は
既
述
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
持
統
十
年
紀

［
史
料
3
］
・
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
・
宝
亀
十
一
年
紀
［
史
料
6
］
に
つ
い
て
の
議

論

は
、
ど
う
に
で
も
解
釈
で
き
る
要
素
が
強
い
。
な
お
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
に

つ
い
て

は
後
に
本
稿
0
で
改
め
て
検
討
す
る
。

　
ま
た
こ
こ
で
は
論
争
に
な
ら
な
か
っ
た
弘
仁
元
年
紀
［
史
料
8
］
・
貞
観
十
七
年
紀

［
史
料
9
］
に
つ
い
て
は
、
児
玉
説
③
C
で
も
少
し
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
州

の
う
ち
に
収
め
る
方
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
確
た
る
根
拠

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
印
象
論
に
と
ど
ま
ろ
う
。

・

瀧
川
説
④
ー
田
名
網
説
④
の
後
方
羊
蹄
の
解
釈

　
瀧

川
説
の
後
方
羊
蹄
に
つ
い
て
の
訓
み
は
明
ら
か
に
問
題
が
あ
ろ
う
。
田
名
網
説

の
理
解
は

十

分
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
重
要
な
論
点
を
含
む
の
で
、

後

に
や
は
り
本
稿
0
で
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

・

瀧
川
説
⑤
ー
田
名
網
説
⑤
に
つ
い
て

　

こ
の
問
題
は
と
く
に
議
論
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
す
で
に
児
玉
説
②
B
に

も
見
え
、
ま
た
後
に
本
稿
0
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、
北
海
道
と
本
州
の
交
流
は
、
縄
文

以
来
か
な
り
深
い
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
津
田
説
の
系
譜
を
引
く
渡
嶋
1
1
本
州
北
部
総
称
説
は
、
い
く
つ

か
の

有
効
な
論
点
は
あ
る
も
の
の
、
結
論
と
し
て
は
成
立
し
が
た
い
こ
と
は
も
は
や

明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
児
玉
説
③
は
、
渡
嶋
蝦
夷
の
内
に
、
本
州
北
部
に
移
住

し
た
集
団
の
存
在
も
認
め
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
論
点
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の

問
題
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
本
稿
0
で
詳
細
に
再
検
討
す
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
渡
嶋
1
1
本
州
北
部
総
称
説
が
崩
壊
す
る
と
、
以
後
の
諸
論
考
で

は
、
渡
嶋
n
北
海
道
説
に
た
つ
も
の
が
急
増
し
て
い
っ
た
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、
原

「渡
嶋
1
1
北
海
道
」
説
と
同
様
、
津
軽
の
北
に
あ
る
渡
嶋
は
、
そ
れ
が
本
州
で
な
い

以

上
、
北
海
道
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
と
い
う
論
調
が
基
本
で
あ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
大
山
梓
［
2
5
］
は
、
田
名
網
説
批
判
の
な
か
で
、
津
軽
は
本
土
北
辺
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
北
の
渡
嶋
は
北
海
道
と
見
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
。

　
新
野
直
吉
［
3
5
］
で
は
、
淳
代
が
能
代
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
北
の
津
軽
は

（同
様
の
立
地
の
）
岩
木
川
河
口
部
に
求
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
し
、
有
間
浜
は

十
三
あ
る
い
は
小
泊
あ
た
り
と
推
測
す
る
。
ま
た
「
熊
」
と
あ
る
か
ら
渡
嶋
に
は
北

海
道
が
含
ま
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
『
日
本
書
紀
』
斉
明
紀
の
記
述
で
、
後
方
羊
蹄

以
下

に
は
訓
が
あ
る
が
齢
田
以
下
に
は
訓
が
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
、
両
者
の
実
態
が

14
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違
う
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
点
か
ら
も
そ
れ
ら
の
後
方
羊
蹄
以
下
を
含
む
渡
嶋
を
東

北
の
外
、
す
な
わ
ち
北
海
道
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
二
六
頁
以
下
）
。

ま
た
新
野
［
4
3
］
で
は
、
斉
明
四
年
七
月
紀
に
み
え
る
「
津
軽
郡
大
領
馬
武
」
の
領

域
の
港

を
十
三
湊
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
は
北
の
玄
関
口
を
支
配
す
る
重
要
な
役
目
を

担
っ
て
お
り
（
一
二
頁
）
、
そ
こ
か
ら
北
へ
行
く
の
だ
か
ら
渡
嶋
は
当
然
北
海
道
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
の
大
河
は
そ
の
渡
嶋
（
北
海
道
）
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

か
の
大
河
で
あ
る
と
い
う
二
五
頁
）
。

　

な
お
渡
部
育
子
［
4
9
］
も
全
面
的
に
新
野
説
に
従
う
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
石
附
喜
三
男
［
4
1
4
2
5
2
］
も
同
様
で
、
文
字
通
り
素
直
に
津
軽
半
島
よ
り

北
へ
海
を
渡
っ
た
島
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
北
海
道
で
あ
る
と
言
う
（
中
世
の
日
本
海

交
易
の
ル
ー
ト
も
念
頭
に
あ
る
）
。
「
熊
」
に
つ
い
て
も
、
新
野
説
と
同
様
の
見
解
で

あ
る
。
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
の
「
大
河
」
は
石
狩
川
で
あ
る
と
し
、
八
幡
町
遺

跡

（石
狩
町
）
の
合
葬
墓
を
比
羅
夫
と
の
戦
闘
の
結
末
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。

　
ま
た
関
口
明
［
5
0
］
は
、
渡
嶋
は
、
鰐
田
・
淳
代
・
津
軽
よ
り
北
の
、
弘
仁
元
年

紀
［
史
料
8
］
に
あ
る
よ
う
に
、
水
路
で
繋
が
っ
た
地
と
見
る
べ
き
で
、
そ
れ
は
当

然
北
海
道
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
、
元
慶
の
乱
で
は
、
津
軽
に
対
し
て
上
野
国
軍
に

よ
る
陸
路
の
征
討
が
強
く
意
識
さ
れ
て
お
り
、
津
軽
は
水
路
で
繋
が
っ
た
渡
嶋
と
は

別
で
あ
る
と
す
る
。

　
関
口
［
5
5
］
で
は
、
斉
明
紀
に
み
え
る
北
方
の
産
物
を
強
調
し
、
渡
嶋
に
つ
い
て

は
、
北
海
道
説
を
自
明
の
こ
と
と
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
ま
た
同
じ
く
関
口
［
6
3
］
で
も
新
た
な
論
証
は
な
い
が
、
右
掲
の
石
附
説
［
4
2
］

を
引
い
て
、
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
の
「
大
河
」
は
石
狩
川
で
あ
る
と
し
て
い
る

（三
五
頁
以
下
）
。

　
関
口
［
6
5
］
で
も
、
渡
嶋
の
現
地
比
定
に
つ
い
て
と
く
に
新
見
解
は
な
い
が
、
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

暦
十
四
年
十
一
月
三
日
紀
に
み
え
る
「
夷
地
志
理
波
村
」
を
渡
嶋
の
う
ち
と
し
、
地

形
図
上
で
シ
リ
パ
に
当
た
る
地
名
が
あ
る
の
は
全
国
で
釧
路
と
余
市
だ
け
で
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

で
、
余
市
が
そ
の
比
定
地
の
有
力
候
補
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　
熊

田
亮
介
［
5
4
］
で
は
、
渡
嶋
は
ト
シ
マ
か
オ
シ
マ
か
ワ
タ
リ
シ
マ
か
は
不
明
で

あ
る
と
し
、
古
地
図
に
登
場
す
る
出
羽
の
海
上
の
止
島
に
注
目
す
る
と
い
う
新
し
い

論
点

を
提
出
し
た
。
本
州
内
陸
説
は
採
ら
な
い
が
、
現
実
に
そ
れ
が
ど
こ
の
島
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
保
留
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
架
空
の
島
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ

た
（
］
八
六
頁
及
び
付
記
〈
6
＞
）
。

　
熊
田
［
6
0
］
で
は
、
右
の
見
解
を
一
歩
進
め
て
、
そ
の
古
地
図
に
み
え
る
止
島
に

つ
い

て
、
江
戸
時
代
以
降
の
古
地
図
上
の
止
島
は
山
形
県
飛
島
で
あ
る
が
、
行
基
図

の
止
島
は
北
海
道
で
あ
る
と
い
う
憶
測
を
捨
て
き
れ
な
い
と
し
、
渡
嶋
H
北
海
道
説

を
提
案
し
て
い
る
（
五
二
頁
以
下
）
。

　

た
だ
そ
の
熊
田
説
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
、
渡
嶋
の
訓
が
ト
シ
マ
か
オ
シ
マ
か
ワ

タ
リ
シ
マ
か
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
私
と
し
て
は
旧
稿
で
も
ふ
れ

た
よ
う
に
、
や
は
り
『
釈
日
本
紀
』
巻
二
十
秘
訓
五
に
「
ワ
タ
リ
ノ
シ
マ
」
と
あ
る

の

を
重
視
し
た
い
と
思
う
の
で
、
こ
の
点
の
説
明
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ま
た
熊
田
説
で
は
、
粛
慎
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
斉

明
六
年
紀
［
史
料
2
］
に
よ
れ
ば
渡
嶋
に
来
て
い
る
粛
慎
は
「
己
柵
」
を
築
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

あ
る
の
で
、
一
過
性
の
集
団
で
は
な
く
定
住
し
て
い
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
と
す
る
。

つ
ま
り
渡
嶋
は
粛
慎
の
居
住
地
で
も
あ
る
と
言
う
。
ま
た
持
統
十
年
紀
［
史
料
3
］

の

「粛
慎
志

良
守
」
と
宝
亀
十
一
年
八
月
紀
の
「
秋
志
良
須
」
と
は
訓
の
「
シ
ラ

ス
」
が
共
通
し
て
お
り
、
渡
嶋
蝦
秋
に
粛
慎
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
。

ま
た
養
老
四
年
紀
［
史
料
5
］
の
「
妹
輻
」
は
渡
嶋
の
粛
慎
の
後
商
で
あ
り
、
駄
輻

国
は
渡
嶋
で
あ
る
と
い
う
斬
新
な
説
も
提
示
し
て
い
る
二
八
八
頁
以
下
）
。
こ
れ
ら

の

点
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
本
稿
0
で
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

　
な
お
右
記
の
熊
田
説
に
関
連
し
て
千
田
稔
［
6
4
］
も
、
吉
田
東
伍
以
来
の
有
間
浜

1
1
江
流
末
説
を
採
り
、
そ
こ
か
ら
渡
る
と
こ
ろ
は
北
海
道
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
渡
嶋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

1
1
北
海
道
説
に
従
う
。
た
だ
し
最
古
の
地
図
で
あ
る
行
基
図
に
は
北
海
道
は
み
え
な

シい
と
し
て
い
る
点
が
、
熊
田
説
と
は
異
な
る
（
一
三
八
頁
以
下
）
。

　
熊
谷
公
男
［
5
3
］
も
、
津
軽
が
野
代
の
北
で
、
渡
嶋
は
そ
の
津
軽
よ
り
も
さ
ら
に

15
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遠
方
だ
か
ら
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
北
海
道
で
あ
る
と
す
る
（
七
六
頁
）
。
粛
慎
と
熊
も

渡
嶋
蝦
夷
と
関
わ
る
の
で
、
渡
嶋
H
北
海
道
説
の
傍
証
に
な
る
と
言
う
（
七
七
頁
）
。

　
中
村
英
重
［
5
8
］
も
、
比
羅
夫
の
時
代
に
つ
い
て
は
慎
重
に
保
留
し
て
い
る
が
、

養
老
年
間
以
降
は
、
渡
嶋
は
北
海
道
で
あ
る
と
す
る
。
津
軽
と
は
現
在
の
津
軽
半
島

を
指
す
こ
と
が
確
か
で
あ
る
か
ら
と
い
う
。

　
北
構
保
男
［
6
1
］
も
、
当
時
の
水
軍
の
能
力
か
ら
み
て
北
海
道
へ
行
っ
た
と
み
た

い

と
言
う
。
『
通
典
』
に
蝦
夷
国
が
海
島
中
の
小
国
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

も
北
海
道
説
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
ま
た
右
掲
の
石
附
説
を
引
き
、
石
狩
川
水
系
の

社
会
は
発
達
し
て
い
て
人
口
密
度
も
高
く
、
こ
の
地
で
大
河
と
い
え
る
の
は
石
狩
川

し
か
な
い
と
し
て
、
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
の
大
河
H
石
狩
川
説
に
賛
同
す
る
。

た

だ
児
玉
説
同
様
、
本
州
側
居
住
地
も
み
と
め
て
い
る
（
一
八
一
頁
以
下
）
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
津
田
説
崩
壊
後
の
北
海
道
説
は
、
論
拠
と
し
て
は
原
「
渡
嶋
‖

北
海
道
」
説
（
津
軽
の
北
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
北
海
道
で
あ
る
と
見
倣
す
説
）
を
さ
ほ

ど
越
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
州
北
部
総
称
説
を
論
破
し
た
こ
と
に
よ
り
、
自
信

を
持
っ
て
津
軽
の
北
に
あ
る
地
と
し
て
の
北
海
道
を
断
定
的
に
提
唱
す
る
に
至
っ
た

も
の
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑤
新
北
海
道
説
の
台
頭

　
近
年
に
な
っ
て
、
豊
富
な
北
海
道
考
古
学
の
成
果
や
、
広
く
中
国
大
陸
ま
で
を
も

含
む
北
方
世
界
全
体
の
動
向
を
も
十
分
に
踏
ま
え
た
、
意
欲
的
か
つ
画
期
的
な
研
究

が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
渡
嶋
n
北
海
道
説
は
通
説
と
い
っ
て
も
よ

い
状
況
を
呈
す
る
に
至
っ
た
。
以
下
に
順
を
お
っ
て
紹
介
す
る
。

・

蓑
島
栄
紀
［
6
6
］

①
有
間
浜
は
十
三
湊
と
み
る
。

　
〔
根
拠
〕
有
間
浜
に
つ
い
て
秋
田
浦
に
比
定
す
る
説
も
あ
る
が
、

そ
の
た
め
に
は

　
渡
嶋
を
本
州
内
に
比
定
し
な
い
と
い
け
な
い
。
し
か
し
諸
先
学
が
述
べ
て
い
る

　

よ
う
に
渡
嶋
は
北
海
道
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
は
採
ら
な
い
。
後
の
時
代

　
の

繁
栄
か
ら
み
て
も
十
三
湊
説
が
魅
力
的
で
あ
る
。
斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
の

「遂
に
」
は
遠
征
到
達
の
北
限
を
示
す
と
み
る
（
四
九
三
頁
）
。

②
渡
嶋
蝦
夷
と
津
軽
蝦
夷
と
の
間
に
は
日
常
的
な
交
流
が
存
在
し
た
。

〔根
拠
〕
考
古
学
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
土
器
を
は
じ
め
と
し
て
人
間
集
団
ま
で
を

　
も
含
ん
だ
集
団
に
よ
る
津
軽
海
峡
を
挟
む
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
児
玉
説
に
あ
る
よ
う
に
比
羅
夫
の
北
征
は
冒
険
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
に
存
在

　
し
て
い
た
こ
う
し
た
交
流
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
四
九
四
頁
）
。

③
後
方
羊
蹄
は
余
市
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

〔根
拠
〕
瀧
川
説
④
や
児
玉
説
の
よ
う
な
旧
来
の
後
方
羊
蹄
H
余
市
説
は
、
地
理

　
的
特
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
北
海
道
余
市
町
大
川
遺
跡
な
い
し

　
周
辺
遺
跡
の
出
土
品
か
ら
見
て
、
余
市
は
古
代
を
通
じ
て
北
海
道
の
中
心
地
で

　
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（
五
〇
四
頁
以
下
）
。

④
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
の
「
大
河
」
は
石
狩
川
で
あ
ろ
う
。

〔根
拠
〕
③
の
後
方
羊
蹄
1
1
余
市
説
に
た
つ
以
上
、
「
大
河
」
を
余
市
川
と
す
る

　
説
も
有
り
得
る
が
、
こ
の
史
料
は
、
前
年
の
北
征
よ
り
さ
ら
に
北
進
し
て
い
る

　
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
ま
た
石
狩
川
低
地
帯
の
も
つ
重
要
性
か
ら
見

　

て
、
石
狩
川
説
を
採
る
べ
き
で
あ
る
（
五
〇
八
頁
）
。

⑤
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
の
解
釈
に
つ
い
て

〔根
拠
〕
本
条
の
馬
に
つ
い
て
、
北
海
道
に
お
け
る
馬
の
登
場
が
近
世
に
下
る
こ

　

と
を
も
っ
て
、
渡
嶋
n
北
海
道
説
を
批
判
す
る
説
が
あ
る
が
、
近
世
ア
イ
ヌ
と

　
古
代
を
直
接
結
び
つ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
児
玉
な
ど
が

　
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
津
軽
に
移
住
し
て
い
た
渡
嶋
蝦
夷
が
い
る
の
だ
か
ら
、

　

そ
う
し
た
集
団
と
出
羽
蝦
夷
と
共
同
で
馬
を
貢
上
し
た
と
解
す
れ
ば
問
題
は
な

　
い
（
五
一
二
頁
）
。
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さ
ら
に
蓑
島
［
6
8
］
で
は
、
次
の
論
点
を
加
え
て
い
る
。

⑥
渡
嶋
蝦
夷
は
擦
文
集
団
で
あ
る
。

〔根
拠
〕
考
古
学
の
成
果
に
よ
り
、
も
う
渡
嶋
1
1
北
海
道
説
で
何
ら
問
題
は
な
い
。

　
擦
文
文
化

に
お
け
る
中
央
的
要
素
や
、
道
央
・
道
南
と
東
北
北
部
は
九
世
紀
ま

　

で
一
体
で
あ
っ
た
と
す
る
考
古
学
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
北
海
道
の
擦
文
集
団

　

こ
そ
が
渡
嶋
蝦
夷
で
あ
る
と
考
え
る
（
三
二
頁
以
下
）
。
ま
た
粛
慎
は
オ
ホ
ー
ツ

　

ク
集
団
と
考
え
ら
れ
る
が
、
擦
文
文
化
集
団
に
し
ろ
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
集
団
に

　
し
ろ
、
実
態
と
し
て
は
一
つ
の
民
族
と
し
て
の
意
識
は
な
く
、
可
変
性
・
重
層

　
性

を
は
ら
ん
だ
複
数
の
民
族
集
団
で
あ
る
。
も
っ
と
も
両
者
の
間
に
は
接
触
融

　
合
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
異
質
性
は
保
た
れ
た
（
三
五
頁
以
下
）
。

　
　
　
　
　
（
4
4
）

・

若
月
義
小
［
6
7
］

①
渡
嶋
蝦
夷
は
続
縄
文
文
化
か
ら
擦
文
文
化
へ
の
転
換
の
主
体
で
あ
る
。

　
〔
根
拠
〕
水
田
耕
作
を
受
容
し
た
形
跡
の
な
い
渡
嶋
蝦
夷
1
1
道
南
の
「
民
族
集

　

団
」
の
服
属
は
、
津
軽
蝦
夷
を
含
む
通
常
の
蝦
夷
の
服
属
と
は
違
っ
た
「
事

　

件
」
で
あ
る
。
そ
の
服
属
は
、
倭
人
の
文
化
生
活
の
摂
取
を
経
て
、
続
縄
文
文

　

化
か

ら
擦
文
文
化
へ
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
主
体
こ
そ
が
渡
嶋
蝦
夷

　
で
あ
る
。

　

服
属
の
結
果
、
彼
ら
は
倭
国
風
に
渡
嶋
と
い
わ
れ
た
（
四
頁
以
下
）
。

②
渡
嶋
蝦
夷
の
服
属
は
天
智
七
年
（
六
六
八
）
以
後
で
あ
る
。

　
〔
根
拠
〕
斉
明
五
年
紀
所
引
伊
吉
連
博
徳
書
は
、
中
国
史
料
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る

　

の

で
年
次
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
最
遠
の
蝦
夷
を
津
軽
（
都
加
留
）
と
言

　
　
っ
て
い
て
渡
嶋
の
名
が
み
え
な
い
の
で
、
渡
嶋
蝦
夷
の
服
属
は
こ
の
年
以
後
の

　

こ
と
と
分
か
る
。
ま
た
斉
明
六
年
紀
に
み
え
る
、
朝
廷
で
饗
応
さ
れ
た
と
い
う

　

粛
慎

は
、
渡
嶋
蝦
夷
と
は
無
関
係
に
入
貢
し
て
い
る
（
熊
も
渡
嶋
蝦
夷
と
関
係

　

な
く
、
粛
慎
か
ら
の
献
上
品
で
あ
ろ
う
）
の
で
、
渡
嶋
蝦
夷
の
服
属
は
さ
ら
に

　

後

に
な
る
。
斉
明
紀
の
北
征
記
事
に
「
闘
名
」
と
あ
っ
て
比
羅
夫
の
名
が
な
い

　
の

も
、
比
羅
夫
は
当
時
は
ま
だ
阿
倍
引
出
臣
と
い
う
傍
系
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

　

ろ
う
。
正
宗
を
次
ぎ
阿
倍
臣
を
名
告
り
「
筑
紫
大
宰
帥
大
錦
上
」
で
あ
っ
た
の

　
は

天
智
七
年
（
六
六
八
）
こ
ろ
に
限
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
比
羅
夫
北
征
記

　
事
は
高
句
麗
滅
亡
後
か
な
り
短
期
間
に
生
起
し
た
事
態
で
あ
る
。
高
句
麗
滅
亡

　
に

よ
る
七
種
の
蛛
輻
の
政
治
秩
序
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
把
婁
系
蛛
輻
（
『
日
本

　
書
紀
』
に
見
え
る
粛
慎
）
が
サ
ハ
リ
ン
・
ア
ム
ー
ル
川
河
口
へ
遷
住
し
、
そ
れ

　
が
渡
嶋
蝦
夷
の
脅
威
と
な
り
、
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
に
、
粛
慎
の
侵
攻
と

　
し
て
記
録
さ
れ
た
の
だ
（
六
頁
以
下
）
。

③
越
国
軍
は
有
間
浜
‖
十
三
湊
、
後
方
羊
蹄
1
1
余
市
を
基
地
と
す
る
。

〔根
拠
〕
瀧
川
説
・
児
玉
説
に
従
う
（
八
頁
）
。

④
渡
嶋
蝦
夷
に
は
、
そ
れ
ら
と
共
存
す
る
駄
輻
族
が
含
ま
れ
て
い
っ
た
。

〔根
拠
〕
斉
明
紀
に
み
え
る
粛
慎
の
朝
貢
は
、
唐
・
新
羅
の
軍
事
同
盟
に
対
抗
す

　

る
た
め
に
ヤ
マ
ト
王
権
に
保
護
を
求
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
持
統
十
年
紀

　
［
史
科
3
］
は
、
道
南
の
渡
嶋
蝦
夷
と
道
北
・
道
東
の
粛
慎
と
の
平
和
的
共
存
関

　
係
の
整
備
を
示
す
。
こ
う
し
て
ヤ
マ
ト
王
権
に
服
属
し
た
共
存
す
る
駄
輻
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
八
世
紀
以
後
渡
嶋
と
一
括
さ
れ
渡
嶋
蝦
秋
・
渡
嶋
秋
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る

　
（
一
〇
頁
以
下
）
。

⑤
秋
馬
交
易
は
、
駄
輻
か
ら
津
軽
蝦
夷
を
介
し
て
の
ル
ー
ト
が
定
着
し
た
も
の
。

〔根
拠
〕
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
や
元
慶
二
年
六
月
紀
に
は
、
多
数
の
馬
が
み

　
え
、
出
羽
国
の
秋
馬
交
易
な
い
し
牧
の
経
営
へ
の
深
い
関
わ
り
が
推
測
さ
れ
る

　
が
、
放
牧
の
適
地
を
有
す
る
津
軽
蝦
夷
が
介
在
し
て
勿
吉
系
蛛
輻
の
鉄
利
部

　
や

抱
婁
系
蛛
輻
の
率
賓
部
な
ど
か
ら
秋
馬
1
1
蒙
古
系
駿
馬
を
得
た
も
の
と
思
わ

　
れ
る
（
一
七
頁
）
。

・

樋
口
知
志
［
6
9
］

①
有
間
浜
は
十
三
湊
、
渡
嶋
は
北
海
道
と
み
る
。

　
〔
根
拠
〕
斉
明
四
年
紀
［
史
料
－
］
「
遂
」
は
、
瀧
川
説
①
・
北
構
［
6
1
］
に
あ
る
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よ
う
に
、
有
間
浜
を
北
限
と
し
た
と
読
め
る
の
で
、
や
は
り
諸
先
学
が
説
く
よ

　
う
に
有
間
浜
は
十
三
湊
と
解
せ
ら
れ
る
。
渡
嶋
蝦
夷
は
そ
こ
へ
船
で
来
た
の
だ

　
か

ら
北
海
道
か
ら
来
た
と
し
か
解
せ
ら
れ
な
い
（
七
六
頁
）
。

②
斉
明
五
年
紀
の
諸
地
名
は
渡
嶋
1
1
北
海
道
の
内
で
あ
る
。

〔根
拠
〕
「
一
所
」
は
具
体
的
に
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
集
ま
っ
た
胆
振
姐

　
は

渡
嶋
の
内
（
熊
谷
説
）
で
あ
る
。
津
軽
ま
で
は
す
で
に
斉
明
四
年
中
に
達
し

　
て

い

る
の
だ
か
ら
、
肉
入
籠
・
問
菟
・
後
方
羊
蹄
な
ど
の
見
慣
れ
な
い
地
名
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
渡
嶋
‖
北
海
道
の
内
で
あ
ろ
う
（
七
六
頁
）
。

③
石
狩
平
野
に
本
州
系
遺
物
が
多
い
の
は
、
比
羅
夫
の
遠
征
の
影
響
で
あ
る
。

〔根
拠
〕
石
狩
平
野
の
終
末
期
古
墳
、
余
市
の
大
川
遺
跡
な
ど
に
は
多
数
の
本
州

　
系
遺
物
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
流
入
が
比
羅
夫
の
遠
征
の
影
響
を
受
け
た
現
象
と

　
み

る
と
よ
く
符
合
す
る
（
七
七
頁
）
。

④
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
の
解
釈
に
つ
い
て

〔根
拠
〕
こ
の
史
料
に
み
え
る
馬
に
つ
い
て
、
恵
庭
か
ら
は
馬
具
が
出
土
し
て
お

　
り
、
近
世
ア
イ
ヌ
と
の
関
係
（
北
海
道
へ
の
馬
の
登
場
が
遅
れ
る
こ
と
）
だ
け

　
か

ら
問
題
視
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
史
料
自
体
、
『
続
日
本
紀
』
に
も

　
み
え
ず
、
信
頼
を
置
き
が
た
い
（
七
七
頁
）
。

⑤
蝦
秋
に
は
粛
慎
が
含
ま
れ
る
。

〔根
拠
〕
持
統
十
年
紀
［
史
料
3
］
以
後
、
粛
慎
が
史
料
か
ら
消
え
る
。
従
来
は

　
粛
慎
を
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
の
関
係
で
と
ら
え
る
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
オ

　

ホ
ー
ツ
ク
文
化
は
常
に
大
陸
を
向
い
て
お
り
、
こ
の
史
料
の
よ
う
な
本
州
と
の

　
交
流
の
痕
跡
が
な
い
。
一
方
、
渡
嶋
蝦
夷
と
い
う
用
語
も
同
じ
頃
に
消
滅
し
、

　
新
た
に
蝦
狭
と
い
う
用
語
が
登
場
す
る
。
熊
田
説
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
粛

　
慎
が
含
ま
れ
る
。

　
以
上

が
、
近
年
の
主
要
な
業
績
の
要
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
＞

徴
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
見
解
に
共
通
し
た
特

①
比
羅
夫
は
斉
明
四
年
の
内
に
有
間
浜
1
1
十
三
湊
ま
で
進
出
し
、
つ
い
で
そ
こ
か
ら

北
海
道
へ
進
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
渡
嶋
は
北
海
道
で
あ
る
。

②
渡
嶋
が
北
海
道
で
あ
る
こ
と
は
、
考
古
学
的
成
果
に
よ
る
北
海
道
と
本
州
と
の
盛

ん

な
交
流
を
示
す
遺
物
の
存
在
か
ら
も
証
明
で
き
る
。

③
し
た
が
っ
て
渡
嶋
蝦
夷
は
北
海
道
の
擦
文
集
団
。
そ
れ
に
粛
慎
の
一
部
が
含
ま
れ

る
。④

北
海
道
説
に
対
す
る
有
力
な
反
論
で
あ
っ
た
渡
嶋
蝦
夷
の
馬
の
貢
上
［
史
料
4
］

に
つ
い
て
問
題
に
し
な
い
。

　

こ
う
し
た
新
し
い
見
解
は
、
私
の
旧
稿
と
か
な
り
の
部
分
で
対
立
す
る
も
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
私
見
を
改
め
る
べ
き
箇
所
は

多
々
あ
る
が
、
な
お
従
え
な
い
点
も
残
さ
れ
る
。
最
後
に
次
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
点

に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

⑥
津
軽
海
峡
を
挟
む
世
界
と
渡
嶋

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
渡
嶋
の
現
地
比
定
に
つ
い
て
の
諸
説
は
、
基
本
的
に
そ
れ
を

本
州
の
内
に
お
さ
め
る
か
、
北
海
道
に
比
定
す
る
か
と
い
う
対
立
軸
の
上
に
あ
っ
た
。

し
か
し
従
来
の
研
究
の
な
か
に
は
、
そ
の
枠
に
当
て
は
ま
ら
な
い
、
も
う
一
つ
の
流

れ
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
渡
嶋
を
津
軽
海
峡
を
挟
む
本
州
と
北
海
道
の
両
方
に
跨
が
る

世
界

に
比
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
旧
稿
［
6
2
］
も
こ
の
立
場
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
児
玉
説
・
北
構
説
な
ど
の
な
か
に
も
、
渡
嶋
蝦
夷
の
「

部
が
津
軽
に
移
住
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
学
説
が
あ
っ
た
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、
あ

く
ま
で
も
主
体
は
北
海
道
側
に
求
め
て
い
る
の
で
、
学
説
的
に
は
明
確
に
北
海
道
説

で
あ
る
。

　
渡
嶋
を
、
津
軽
海
峡
を
挟
む
世
界
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
学
説
と
し
て
は
、
ま

18
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ず
杉
山
荘
平
［
3
3
3
8
］
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
杉
山
［
3
3
］
は
、
も
と

も
と
斉
明
紀
比
羅
夫
北
征
記
事
の
史
料
批
判
に
主
眼
が
あ
り
、
斉
明
紀
に
い
う
三
ケ

年
三
回
の
遠
征
は
、
実
は
一
年
一
回
限
り
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
論
証
に
紙

幅
を
費
や
し
て
お
り
、
地
名
考
証
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
詳
細
で
は
な
く
、
結
論
的
に

し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
論
点
に
関
わ
る
部
分
だ
け

を
抜
き
出
す
と
、

　
①
渡
嶋
は
鰐
田
・
淳
代
・
津
軽
・
胆
振
姐
を
包
括
す
る
地
域
で
あ
っ
て
、
本
州
北

　
　
地
に
対
す
る
総
称
で
あ
る
（
一
〇
五
頁
）
。

　
②
斉
明
五
年
紀
の
コ
所
」
は
有
間
浜
を
指
し
、
そ
れ
は
鰐
田
・
淳
代
・
津
軽
・

　
　
胆
振
姐
の

蝦
夷
を
集
め
る
の
に
好
適
な
、
秋
田
以
北
の
本
州
日
本
海
岸
で
あ
ろ

　
　
・
つ
。

　
③
粛
慎

と
は
、
本
州
北
部
の
渡
嶋
へ
北
か
ら
押
し
寄
せ
た
の
だ
か
ら
北
海
道
の
住

　
　
民
で
あ
る
。
沿
海
州
方
面
の
住
民
の
一
分
派
と
考
え
ら
れ
る
。

　
④
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
の
「
陸
奥
蝦
夷
」
は
渡
嶋
蝦
夷
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。

　
と
い
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
点
で
の
研
究
史
を
丁
寧
に
整
理
し
た
児
玉
［
3
4
］
で
は
、

こ
の
説
は
、
本
州
北
部
総
称
説
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
二
二

七
頁
以
下
）
。

　
そ
こ
で
杉
山
［
3
8
］
で
は
、
渡
嶋
の
現
地
比
定
に
つ
い
て
の
真
意
は
、
「
本
州
の

北
部
、
お
よ
び
さ
ら
に
そ
の
北
方
（
北
海
道
西
南
部
）
」
（
三
四
頁
註
（
2
4
）
）
で
あ
る

と
し
、
再
度
や
や
詳
細
に
こ
の
問
題
を
論
じ
直
し
て
い
る
。

　
杉
山
［
3
3
］
①
に
つ
い
て

　

〔根
拠
〕
比
羅
夫
の
北
征
は
一
回
限
り
の
こ
と
な
の
で
、
斉
明
四
年
紀
［
史
料
－
］

　
　
と
斉
明
五
年
紀
と
を
対
比
さ
せ
る
と
、
有
間
浜
‖
一
所
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に

　
　
大
饗
さ
れ
た
渡
嶋
蝦
夷
［
史
料
1
］
と
は
鰐
田
・
淳
代
・
津
軽
・
胆
振
姐
蝦
夷

　
　
（
斉
明
五
年
紀
）
で
あ
っ
て
、
渡
嶋
は
そ
れ
ら
四
つ
の
集
落
の
総
称
で
あ
る
。

　
　
斉
明
六
年
紀
の
渡
嶋
蝦
夷
も
、
特
定
の
集
落
を
指
す
の
で
は
な
く
、
本
州
北
部

　

の

蝦
夷
の
居
住
形
態
を
概
念
的
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
（
二
一
頁
）
。

⑤
渡
嶋
に
は
北
海
道
が
含
ま
れ
る
。

〔根

拠
〕
斉
明
五
年
紀
の
「
後
方
羊
蹄
」
は
渡
嶋
の
最
奥
部
で
あ
る
。
こ
れ
は

　
「
シ
リ
ヘ
シ
」
（
シ
リ
ベ
シ
・
シ
リ
ペ
シ
）
と
訓
む
ア
イ
ヌ
語
地
名
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　

現
存
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
と
の
関
連
か
ら
そ
れ
を
北
海
道
に
求
め
た
い
。
そ
の
意

　
味
は

「
水

に
の
ぞ
ん
だ
断
崖
」
な
い
し
「
高
き
山
か
ら
流
れ
出
る
川
」
で
あ
る

　
か

ら
、
地
形
と
現
存
地
名
と
の
対
比
か
ら
み
て
、
尻
別
川
河
口
を
候
補
と
し
て

　
　
　
　
（
5
0
）

　
挙
げ

た
い
（
二
三
頁
）
。
ま
た
弘
仁
元
年
紀
［
史
料
8
〕
に
つ
い
て
、
田
名
網

　
［
2
4
］
は
、
先
に
田
名
網
説
②
で
触
れ
た
よ
う
に
、
北
海
道
と
み
る
必
要
は
な

　
い

と
し
て
い
る
が
、
出
羽
国
の
所
管
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
北
海
道
が
含
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　

る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
（
二
七
頁
）
。

⑥
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
の
解
釈
に
つ
い
て

〔根
拠
〕
馬
は
当
時
北
海
道
に
い
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
こ
の
渡
嶋
は
本
州
部
分
で

　
あ
る
（
二
四
頁
）
。

⑦
養
老
四
年
紀
［
史
料
5
］
の
解
釈
に
つ
い
て

〔根
拠
〕
こ
れ
は
「
渡
嶋
の
津
軽
の
津
司
」
と
訓
む
。
渡
嶋
に
津
軽
が
含
ま
れ
る

　
証
拠
で
あ
る
（
二
五
頁
）
。

⑧
渡
嶋
の
本
義
は
、
内
国
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
地
域
の
総
称
で
あ
る
。

〔根
拠
〕
津
田
説
で
は
渡
嶋
の
字
義
に
つ
い
て
、
海
路
に
こ
だ
わ
る
が
、
秋
田
方

　
面
に
陸
路
が
通
じ
て
以
後
も
渡
嶋
の
呼
称
は
残
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
む
し

　

ろ
「
律
令
体
制
の
な
か
に
完
全
に
は
く
み
込
ま
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
内
国
と

　

し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
地
域
の
総
称
」
と
い
う
よ
う
な
政
治
的
意
味
を
第
一
義

　

と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
古
代
史
上
の
渡
嶋
は
す
べ
て
こ
れ
で
理
解
で
き
る
。

　
渡
嶋
の
指
す
地
域
が
変
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
こ
の
字
義
か
ら

　
考
え
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
（
二
六
頁
）
。

⑨
元
慶
三
年
紀
［
史
料
1
2
］
の
解
釈
に
つ
い
て

〔根
拠
〕
津
田
説
③
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
津
軽
の
特
殊
性
か
ら
、
渡
嶋
か

Ig
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ら
津
軽
が
区
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
二
八
頁
以
下
）
。

⑩
渡
嶋
の
消
滅
は
古
代
律
令
国
家
の
蝦
夷
経
略
の
終
了
を
意
味
す
る
。

〔根
拠
〕
寛
平
五
年
紀
［
史
料
1
4
］
で
渡
嶋
の
名
称
は
歴
史
か
ら
消
え
る
が
、
こ

　
れ

と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
古
代
律
令
国
家
に
よ
る
蝦
夷
経
略
の
終
了
し
て
い

　
る
こ
と
は
興
味
深
い
（
二
九
頁
以
下
）
。

　
と
こ
ろ
で
森
田
悌
［
5
9
］
は
、
北
海
道
説
の
興
隆
の
な
か
で
発
表
さ
れ
た
、
渡
嶋

本
州
説
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
杉
山
説
を
知
ら
ず
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め

に
、
杉
山
説
⑤
を
除
い
て
、
よ
く
似
た
論
理
を
展
開
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
取
り

上
げ
て

み

る
。
な
お
そ
の
一
部
は
、
本
稿
0
の
津
田
説
批
判
の
な
か
で
既
述
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
①
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
の
解
釈
に
つ
い
て

　

〔根
拠
〕
こ
の
史
料
に
渡
嶋
蝦
夷
が
馬
を
貢
上
し
た
こ
と
が
み
え
る
が
、
北
海
道

　
　
の
ア

イ
ヌ
が
乗
馬
の
習
慣
を
取
り
入
れ
る
の
は
、
近
世
に
入
っ
て
幕
府
が
駅
逓

　
　
制
を
北
海
道
に
持
ち
込
ん
で
か
ら
で
あ
る
。

　
②
元
慶
三
年
紀
［
史
料
1
2
］
の
解
釈
に
つ
い
て

　

〔根
拠
〕
こ
の
史
料
で
は
明
確
に
渡
嶋
と
津
軽
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
、
渡

　
　
嶋
は
特
定
の
地
名
で
あ
っ
て
、
津
田
説
に
い
う
総
称
説
は
な
り
た
た
な
い
。
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
　
原
説
も
、
貞
観
十
七
年
紀
［
史
料
9
］
か
ら
み
て
、
成
立
し
が
た
い
。

　
③
渡
嶋
は
有
間
浜
‖
十
三
湊
付
近
で
あ
る
。

　

〔根
拠
〕
坂
本
［
2
3
］
に
従
っ
て
、
斉
明
四
年
紀
［
史
料
1
］
と
同
五
年
紀
と
を

　
　
同
一
の
遠
征
と
み
る
と
、
前
者
の
鰐
田
・
淳
代
二
郡
の
鎮
撫
と
淳
代
・
津
軽
二

　
　
郡
の
郡
領
任
命
が
、
後
者
の
飽
田
・
淳
代
・
津
軽
お
よ
び
胆
振
銀
の
蝦
夷
大
饗

　
　

に
対
応
し
、
ま
た
前
者
の
渡
嶋
蝦
夷
の
召
聚
が
、
後
者
の
肉
入
籠
に
お
け
る
行

　
　
動
に
対
応
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
有
間
浜
の
あ
た
り
が
渡
嶋
、
肉
入
籠
を
そ

　
　

こ
の
地
名
と
解
釈
で
き
る
（
一
五
六
頁
以
下
）
。
津
軽
は
能
代
よ
り
北
で
、
渡
嶋

　
　
は
津
軽
よ
り
も
北
だ
か
ら
、
鰺
ケ
沢
あ
た
り
が
津
軽
、
十
三
湊
周
辺
が
渡
嶋
で

　

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
岩
木
川
が
あ
っ
て
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
の
「
大
河
の

　
河
口
」
と
対
応
す
る
。

④
粛
慎
は
、
渡
嶋
に
か
な
り
近
い
北
海
道
の
住
民
で
あ
る
。

〔根
拠
〕
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
に
よ
れ
ば
、
渡
嶋
1
1
十
三
湊
の
蝦
夷
を
粛
慎

　
が
来
襲
し
て
い
る
の
で
、
粛
慎
と
は
渡
嶋
に
か
な
り
近
い
北
海
道
の
住
民
で
あ

　

ろ
う
。
蝦
夷
と
は
違
っ
た
呼
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
ア
イ
ヌ
系
の

　
人
々
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
一
五
八
頁
）
。

⑤
養
老
四
年
紀
［
史
料
5
］
の
解
釈
に
つ
い
て

〔根
拠
〕
右
記
し
た
よ
う
に
、
渡
嶋
も
津
軽
も
特
定
の
地
域
名
で
あ
る
か
ら
、
渡

　
嶋
津
軽
津
司
は
、
渡
嶋
と
津
軽
と
そ
れ
ぞ
れ
の
津
役
所
と
解
す
べ
き
で
、
そ
れ

　
は

港
湾
の
み
な
ら
ず
後
背
地
を
も
管
理
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
↓
五
八
頁
以
下
）
。

　

こ
の
両
説
の
所
論
に
つ
い
て
は
、
本
稿
前
章
ま
で
に
記
し
た
、
津
田
説
以
来
の
渡

嶋
1
1
本
州
説
に
対
す
る
批
判
的
論
証
に
よ
っ
て
、
す
で
に
評
価
が
定
ま
っ
て
い
る
部

分
も
多
い
が
、
こ
こ
で
も
あ
ら
た
め
て
ま
と
め
て
お
く
。

　
杉

山
説
①
の
総
称
説
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
、
本
稿
0
で
論
じ
た
通
り
で
あ
る

し
、
ま
た
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
の
渡
嶋
の
解
釈
も
か
な
り
不
自
然
で
あ
る
。
北

征
一
回
説
に
つ
い
て
も
、
前
章
で
触
れ
た
通
り
、
本
稿
で
は
斉
明
紀
の
史
料
批
判
に

つ
い

て

詳
論
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
現
時
点
で
は
熊
谷
説
に
説
得
力
が

あ
り
、
杉
山
説
の
史
料
批
判
に
は
従
え
な
い
。
そ
の
点
、
森
田
説
③
の
論
証
法
は
こ

の

杉
山
説
①
に
き
わ
め
て
近
い
が
、
同
様
の
理
由
で
従
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
杉
山
説
③
は
、
粛
慎
を
ツ
ン
グ
ー
ス
系
蛛
輻
と
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て

は
、
前
章
で
触
れ
た
よ
う
な
新
し
い
見
解
が
あ
っ
て
、
今
後
慎
重
に
検
討
を
進

め

る
必
要
が
あ
る
。
森
田
説
④
の
、
粛
慎
を
北
海
道
の
住
民
（
ア
イ
ヌ
）
と
み
る
説

は
、
こ
れ
は
菊
池
山
哉
［
1
8
］
・
田
名
網
宏
［
2
0
2
4
］
・
坂
本
太
郎
［
2
3
］
以
来
の
古

典
的
な
説
で
あ
っ
て
、
た
し
か
に
斉
明
紀
の
記
述
に
そ
う
と
、
渡
嶋
の
比
定
地
如
何

に
関
わ
ら
ず
、
北
海
道
の
住
民
と
読
み
取
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
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既
述

し
た
通
り
、
古
代
に
お
い
て
は
「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
呼
称
は
問
題
が
あ
る
と
と

も
に
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
、
や
は
り
も
う
少
し
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
杉
山
説
④
に
つ
い
て
は
、
既
述
し
た
通
り
誤
記
説
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
杉

山
説
⑤
に
つ
い
て
は
、
結
論
は
と
も
か
く
、
本
州
北
部
に
も
ア
イ
ヌ
語
地
名
が

広
く
残
存
し
て
い
る
以
上
、
方
法
論
的
に
問
題
が
あ
ろ
う
。

　
杉
山
説
⑥
・
森
田
説
①
の
馬
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
章
で
後
述
す
る
。

　
杉
山
説
⑦
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
循
環
論
法
で
あ
る
。
ま
た
前
章
で
触
れ
、
さ
ら
に

森
田
説
⑤
に
も
あ
る
通
り
、
渡
嶋
‖
総
称
説
が
崩
壊
す
る
と
、
成
立
不
可
能
と
な
る
。

　
杉
山
説
⑧
は
、
あ
く
ま
で
も
総
称
説
に
こ
だ
わ
る
か
ら
こ
う
い
う
理
解
に
辿
り
着

く
の
で
あ
っ
て
、
総
称
説
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
議
論
は
必
要
な
い
。

ま
た
津
田
説
③
批
判
に
あ
る
通
り
、
地
域
名
の
変
化
も
認
め
る
必
要
は
な
い
。
杉
山

説
⑨
の
よ
う
な
議
論
は
不
要
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
、
旧
稿
［
6
2
］
を
の
ぞ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
渡
嶋
に
つ
い
て
の
研
究
史

の
梗
概
と
、
そ
れ
に
対
す
る
現
時
点
で
の
見
解
を
ま
と
め
て
み
た
。

　
次

に
以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
問
題
点
と
、
そ
れ
に
対
す
る
私
見
を
述
べ

て

み
た
い
。

（
ア
）
『
日
本
書
紀
』
の
史
料
批
判
・
解
釈

　

こ
の
問
題
は
、
議
論
の
前
提
と
な
る
根
本
的
な
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
も
っ
と
も

厄
介
な
問
題
で
も
あ
る
。
た
だ
「
大
化
改
新
」
論
を
も
含
め
て
、
近
年
の
こ
の
問
題

に
関
す
る
様
々
な
研
究
を
総
合
し
て
考
え
て
み
る
と
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
基
本
的

に
は
熊
谷
［
5
3
］
の
説
に
よ
っ
て
、
大
筋
で
『
日
本
書
紀
』
の
記
載
に
そ
っ
て
理
解

す
る
立
場
を
と
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
正
史
の
北
方
関
係
記
事
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
、
早
く
か
ら
積
極
的
に
取
り

組

み
、
相
次
い
で
研
究
を
発
表
し
て
き
た
若
月
説
に
つ
い
て
は
、
最
低
で
も
熊
谷
説

の
立
場
か

ら
そ
れ
を
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

・
つ
。

　
ま
ず
若
月
説
②
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
斉
明
五
年
紀
所
引
伊
吉
連
博
徳
書
に
、
最

遠
の
渡
嶋
が
見
え
な
い
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
ま
だ
渡
嶋
が
、
自
ら
朝

貢
し
て
き
た
津
軽
ほ
ど
に
は
服
属
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
中
央
へ
の
成

果
報
告
も
不
十
分
で
、
中
央
の
人
々
の
意
識
に
、
渡
嶋
と
い
う
語
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど

浸
透

し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
た
斉
明
六
年
紀
に
朝
廷
で
饗
応
さ
れ
た
粛
慎
は
渡
嶋
蝦
夷
と
無
関
係
に
入
貢
し

た
も
の
で
、
熊
も
渡
嶋
蝦
夷
と
関
係
な
く
粛
慎
か
ら
の
献
上
品
と
み
る
若
月
説
の
理

解
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
熊
谷
説
の
理
解
に
そ
っ
て
『
日
本
書
紀
』
の
記
載

順

に
年
次
を
お
っ
て
理
解
し
て
い
く
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
若
月
説
の
よ
う
に
理

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
熊
谷
説
の
基
礎
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
井
上
［
3
9
］
の

理
解
に
従
っ
て
問
題
な
か
ろ
う
。

　
な
お
当
該
史
料
の
熊
を
渡
嶋
蝦
夷
と
無
関
係
と
み
な
す
こ
と
は
、
渡
嶋
1
1
北
海
道

説
の

論
拠

の
一
つ
で
あ
っ
た
熊
を
、
渡
嶋
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
な
り
、
解
釈
の
し

よ
う
に
よ
っ
て
は
北
海
道
説
の
主
要
根
拠
の
否
定
に
も
つ
な
が
る
が
、
こ
れ
は
本
章

（
ウ
）
で
後
述
す
る
馬
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
大
陸
の
駄
輻
の
動
き
を
念
頭
に
お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
今
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

十

分

に
検
討
し
な
が
ら
継
承
す
べ
き
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

（
イ
）
有
間
浜
・
後
方
羊
蹄
・
津
軽

　
本
稿
●
の
末
尾
で
ま
と
め
た
よ
う
に
、
近
年
の
有
力
な
学
説
は
、
基
本
的
に
す
べ

て
有
間
浜
‖
十
三
湊
説
を
と
っ
て
い
る
。

　
斉

明
紀
の
有
間
浜
を
十
三
湊
に
比
定
す
る
説
は
、
早
く
吉
田
東
伍
「
有
間
浜
」

［
7
］
・
喜
田
貞
吉
［
1
7
］
な
ど
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
で
は
後
世
の
私
郡
の
郡

名
「
江
流
末
」
に
十
三
湊
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
主
要
な
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
。
既
述

　
　
　
　
　
　
　
ム
　

し
た
瀧
川
説
①
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
詳
細
に
論
述
し
、
以
後
、
と
く
に
渡
嶋
1
1
北
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

道
説
の
立
場
を
と
る
学
説
で
は
基
本
的
に
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
こ
で
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も
と
く
に
新
た
な
論
拠
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
旧
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
江
流
末
郡
の
名
は
、
近
世
の
当
該
地
方
に
関
す

る
編
纂
物
に
の
み
み
え
る
も
の
で
、
「
私
郡
」
と
さ
れ
て
い
る
通
り
、
中
世
の
同
時

代
史
料
に
は
ま
っ
た
く
み
え
ず
、
そ
の
存
在
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
江
流
末
郡
自
体
は
実
在
し
な
く
と
も
、
『
十
三
往
来
』
な
ど
に
み
え
る

の
だ
か

ら
、
近
世
に
お
け
る
地
名
伝
承
と
し
て
残
っ
て
い
る
だ
け
で
も
十
分
で
あ
る

と
の
見
方
も
で
き
よ
う
。
と
な
る
と
、
こ
れ
は
水
掛
け
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

　
そ
こ
で
さ
ら
に
斉
明
紀
の
正
確
な
解
釈
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
③
で
既
述
し
た
、
瀧
川
説
①
と
田
名
網
説
③
の
論
争

以

来
、
ま
っ
た
く
深
化
し
て
い
な
い
。
本
稿
⑤
で
紹
介
し
た
近
年
の
説
も
同
様
で
あ

る
。　

し
か
し
斉
明
紀
の
史
料
批
判
に
つ
い
て
の
熊
谷
説
に
よ
り
、
斉
明
四
年
紀
［
史
料

1
］
と
斉
明
五
年
紀
と
を
別
記
事
と
見
れ
ば
、
有
間
浜
を
も
っ
と
南
に
考
え
る
津
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

説
以
来
の
田
名
網
説
③
、
古
田
良
一
説
、
井
上
光
貞
説
［
3
9
］
等
の
方
が
理
解
し
や

す
い
の
で
あ
る
。
旧
稿
で
は
そ
の
比
定
の
具
体
的
候
補
地
と
し
て
、
深
浦
町
吾
妻
浜

を
挙
げ
て
お
い
た
。
瀧
川
説
に
あ
る
よ
う
に
、
深
浦
か
ら
鰺
ケ
沢
に
か
け
て
は
、
た

し
か
に
大
軍
船
団
の
停
泊
地
と
し
て
絶
好
の
場
所
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

つ
い

て

は
、
有
間
浜
で
の
饗
宴
を
船
団
に
よ
る
進
攻
と
み
な
い
田
名
網
説
③
の
立
場

な
ど
、
様
々
な
解
釈
の
方
法
が
あ
る
。

　
後
方
羊
蹄
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
の
み
か
ら
の
解
決
は
難
し
い
。
瀧
川
説
④
と
田
名

網
説
④
と
の
対
立
に
つ
い
て
言
え
ば
、
瀧
川
説
の
解
釈
が
苦
し
く
、
田
名
網
説
の
解

釈
の
方
が
、
史
料
の
流
れ
か
ら
判
断
す
る
と
有
利
で
あ
る
。
た
だ
し
旧
稿
で
、
津
田

説

に
従
っ
て
、
シ
リ
ヘ
シ
↓
シ
リ
ペ
ツ
ー
－
大
河
旺
岩
木
川
説
に
立
っ
た
の
は
誤
り
で

　
　
（
5
7
）

あ
っ
た
。

　
も
つ
と
も
、
シ
リ
ヘ
シ
↓
シ
リ
ペ
シ
の
意
味
す
る
ア
イ
ヌ
語
の
本
義
が
「
水
に
臨

ん

だ

要
害
の
地
」
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
有
間
浜
が
深
浦
～
鰺
ケ
沢
付
近
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
こ
と
を
も
踏
ま
え
れ
ば
、
結
果
的
に
は
、
地
名
の
由
来
で
あ
る
崖
山
と

は

十
三
湊
北
方
の
権
現
崎
（
こ
れ
ま
た
日
本
海
交
通
に
お
け
る
格
好
の
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
で
あ
る
）
で
あ
り
、
そ
の
ふ
も
と
の
大
船
団
碇
泊
の
た
め
の
格
好
の
港
で
あ
る
岩

木

川
河
口
の
十
三
湊
を
、
シ
リ
ペ
シ
と
見
る
と
い
う
結
論
自
体
に
は
な
お
固
執
し
た

い
と
思
う
。

　
渡
嶋
‖
北
海
道
説
で
は
、
瀧
川
説
以
来
、
後
方
羊
蹄
1
1
余
市
説
が
採
ら
れ
て
い
る

が
、
河
野
広
道
［
2
1
］
の
よ
う
に
考
古
学
的
成
果
か
ら
そ
れ
を
疑
問
視
し
、
北
海
道

式
古
墳
の
分
布
す
る
江
別
～
苫
小
牧
地
方
に
そ
れ
を
求
め
る
説
も
あ
っ
た
。
し
か
し

蓑
島
説
③
に
あ
る
よ
う
に
、
近
年
の
考
古
学
的
成
果
に
よ
れ
ば
、
余
市
も
、
道
央
の

北
海
道
式
古
墳
分
布
地
域
に
劣
ら
な
い
繁
栄
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
と
い
う
。

　
た
だ
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
後
方
羊
蹄
の
現
地
比
定
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。

渡
嶋
‖
北
海
道
説
は
、
基
本
的
に
は
、
本
章
（
エ
）
で
後
述
す
る
、
本
州
と
北
海
道

と
の
交
流
が
そ
の
根
拠
の
す
べ
て
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
、

渡
嶋
が
北
海
道
で
あ
る
以
上
、
後
方
羊
蹄
も
北
海
道
の
な
か
で
探
せ
ば
、
と
い
う
の

が
前
提
に
な
っ
て
い
る
傾
向
が
強
い
。
こ
の
点
、
さ
ら
に
慎
重
に
扱
い
た
い
と
思
う
。

　
ま
た
右
の
点
と
も
密
接
に
関
わ
る
が
、
渡
嶋
‖
北
海
道
説
は
、
有
間
浜
が
十
三
湊

で

あ
る
以
上
、
そ
こ
か
ら
渡
っ
た
先
で
あ
る
渡
嶋
は
北
海
道
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ

る
と
い
う
解
釈
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
本
稿
執
筆
の
時
点
で
最
新
の
研
究

で
あ
る
樋
口
説
①
②
に
至
る
ま
で
同
様
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
旧
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
津
軽
の
範
囲
を
、
ス
ト
レ
ー

ト
に
現
在
の
津
軽
半
島
全
域
に
当
て
は
め
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

も
し
斉
明
紀
の
津
軽
が
、
現
在
の
津
軽
半
島
全
域
で
あ
っ
た
ら
、
渡
嶋
を
北
海
道
と

み

る
の
は
た
し
か
に
議
論
の
必
要
も
な
か
ろ
う
。
樋
口
説
②
も
、
も
っ
と
も
な
こ
と

と
な
る
。

　
ま
た
関
口
［
5
0
］
で
渡
嶋
は
水
路
、
津
軽
は
陸
路
と
い
う
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る

（
一
八

頁
）
点
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
津
軽
の
範
囲
の
問
題
が
あ
る
。
現
在
の
竜
泊
ラ

イ
ン
を
例
示
し
て
既
述
し
た
よ
う
に
、
津
軽
半
島
の
内
で
も
、
そ
の
北
部
は
つ
い
先

年
ま
で
、
水
路
で
な
け
れ
ば
辿
り
着
け
な
い
地
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
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関
口
説
も
そ
う
安
易
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
。

　

歴
史
的
に
み
る
と
、
か
つ
て
津
軽
は
、
半
島
全
域
を
示
す
地
名
で
は
な
か
っ
た
。

早
く
津
田
説
・
杉
山
説
・
森
田
説
等
の
な
か
で
も
、
津
軽
を
限
定
的
に
と
ら
え
る
視

点
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
斉
明
紀
の
記
事
の
、
あ
る
解
釈
の
可
能
性
に
全
面

的
に
依
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
渡
嶋
1
1
北
海
道
説
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か

　
（
5
8
）

つ

た
。
そ
こ
で
旧
稿
で
は
そ
れ
に
加
え
て
、
中
世
の
津
軽
三
郡
な
い
し
津
軽
四
郡
の

範
囲
が
、
津
軽
半
島
海
岸
部
に
及
ん
で
い
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
た
。
津
軽

半
島
海
岸
部
は
津
軽
三
（
四
）
郡
に
は
含
ま
れ
な
い
、
「
西
浜
」
「
外
浜
」
と
呼
ば
れ

た
特
殊
な
世
界
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
後
々
ま
で
、
「
津
軽
」
の
外
に
は
、
海
と
関
わ

る
特
殊
な
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
世
界
は
、
本
章
（
ウ
）

で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
津
軽
海
峡
を
挟
ん
で
道
南
部
と
同
一
の
文
化
を
共
有
す
る
、

ま
さ
に
「
海
峡
を
挟
む
世
界
」
で
あ
っ
た
。
旧
稿
で
は
、
そ
う
し
た
世
界
が
津
軽
の

外
に

広
が
っ

て

い

る
こ
と
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
中
世
の
津

軽
の
話
で
は

な
い
か
と
い
う
批
判
も
あ
ろ
う
が
、
い
わ
ゆ
る
ア
イ
ヌ
語
地
名
か
ら
も

推
測

さ
れ
る
よ
う
に
、
地
名
の
由
来
は
か
な
り
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
て
も
よ
い
と
思

わ
れ
、
や
は
り
こ
の
点
は
今
な
お
重
視
し
た
い
と
思
う
。

　
ま
た
旧
稿
に
対
し
て
は
、
津
軽
と
渡
嶋
が
地
続
き
で
あ
る
と
す
る
と
、
ア
イ
ヌ
語

地

名
の
津
軽
だ
け
が
、
な
ぜ
胆
振
銅
な
ど
の
渡
嶋
内
部
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
と
同
列
で

な
く
別
扱
い
さ
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ア
イ
ヌ
語

地
名
が
広
が
る
世
界
の
な
か
で
、
斉
明
元
年
七
月
紀
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
津
軽
が

他

よ
り
か
な
り
早
く
自
主
的
に
朝
廷
に
朝
貢
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
北
の
世

界
に
つ
い
て
は
、
比
羅
夫
北
征
に
よ
っ
て
初
め
て
知
ら
れ
た
た
め
、
新
た
に
和
人
に

よ
っ
て
渡
嶋
と
い
う
総
称
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
地
続
き
で

あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。

　
渡
嶋
は
中
世
に
登
場
す
る
「
夷
島
」
と
は
別
で
あ
っ
て
、
『
拾
芥
抄
』
（
慶
長
古
活

字
本
）
所
収
の
行
基
図
に
あ
る
よ
う
に
、
「
津
軽
大
里
」
に
隣
接
す
る
「
夷
地
」
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

あ
る
い
は
古
代
渡
嶋
の
観
念
の
名
残
り
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（
ウ
）
渡
嶋
と
馬

　

旧
稿
で
渡
嶋
に
本
州
北
部
を
も
含
め
る
べ
き
だ
と
し
た
根
拠
の
一
つ
が
、
養
老
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

年
紀
［
史
料
4
］
に
見
え
る
「
出
羽
井
渡
嶋
蝦
夷
」
の
「
貢
馬
千
疋
」
で
あ
っ
た
。

渡
嶋
蝦
夷
と
関
わ
る
大
量
の
馬
の
存
在
は
、
中
世
ま
で
の
北
海
道
に
馬
の
痕
跡
が
見

ら
れ
な
い
以
上
、
本
州
部
分
の
存
在
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
旧

稿

に
先
行
し
て
、
森
田
説
①
で
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　
児
玉
説
③
B
で
も
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
の
馬
の
存
在
は
気
に
な
っ
た
よ
う
で
、

こ
の
馬
は
渡
嶋
蝦
夷
の
う
ち
、
本
州
に
移
住
し
て
い
た
集
団
が
貢
上
し
た
も
の
で
あ

る
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
本
章
（
イ
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、
津
軽
の
範
囲
の
問
題
か
ら
考

え
れ
ば
、
あ
え
て
児
玉
説
の
よ
う
に
考
え
な
く
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
児
玉
説
③
A

で

は
、
渡
嶋
は
民
族
名
で
あ
る
か
ら
、
津
軽
に
移
住
し
た
蝦
夷
が
い
て
も
そ
れ
は
渡

嶋
蝦
夷
の
本
拠
地
の
比
定
に
は
関
わ
ら
な
い
と
す
る
が
、
理
窟
と
し
て
は
そ
れ
は
認

　
　
　
　
　
　
ぽ
　

め

る
と
し
て
も
、
本
稿
で
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
本
拠
地
と
い
う
渡
嶋
に
本
州
部
分
が

含
ま
れ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
渡
嶋
1
1
北
海
道
説
か
ら
は
、
蓑
島
説
⑤
・
樋
口
説
④
に
あ
っ
た

よ
う
に
、
近
世
ア
イ
ヌ
社
会
に
お
け
る
馬
の
存
在
・
不
存
在
の
問
題
と
、
古
代
渡
嶋

に
お
け
る
馬
の
存
在
を
直
接
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
批
判
が
あ
り
、
ま

た
蓑
島
説
⑤
で
は
、
児
玉
説
③
B
を
敷
術
し
て
、
本
州
側
の
出
羽
蝦
夷
と
の
共
同
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

業
（
本
州
で
の
調
達
）
も
考
え
る
べ
き
だ
と
さ
れ
、
若
月
説
⑤
で
も
、
秋
馬
交
易
は

津
軽
蝦
夷
の
媒
介
（
一
七
頁
）
を
考
え
る
べ
き
だ
と
も
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
樋
口

説
④
で
は
、
そ
も
そ
も
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
自
体
が
、
正
史
に
見
え
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
お
　

疑
わ

し
い
と
さ
れ
、
ま
た
恵
庭
に
お
け
る
馬
具
の
出
土
を
例
示
し
、
古
代
北
海
道
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
け
る
馬
の
存
在
も
示
唆
し
て
い
る
。

　
た
し
か
に
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
自
体
は
、
そ
の
史
料
性
を
含
め
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の

立
場
か

ら
様
々
な
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
点
の
み
か
ら
結
論
を
導
く
の
は
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困
難
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
熊
に
つ
い
て
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
馬
の
問
題
と
全
く
逆
で
、
熊
が
北
海

道
に
し
か
生
存
し
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
渡
嶋
‖
本
州
説
で
は
、
そ

れ

を
北
海
道
か
ら
入
手
し
た
も
の
と
考
え
て
き
た
。

　
児
玉
説
③
B
に
あ
る
よ
う
に
、
馬
が
船
や
筏
で
運
ば
れ
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
る

説
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
熊
の
運
送
も
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
量
の
差
と
い
う
問
題
は
あ
ろ
う
が
。
新
野
直
吉
の
持
論
で
あ
る
、
「
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

の
海
道
」
説
で
は
、
東
北
の
名
馬
は
、
北
の
大
陸
か
ら
筏
で
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と

さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
交
流
と
い
っ
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
馬
の
問
題
は

決
定
的
な
論
点
と
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
エ
）
北
海
道
と
本
州
の
交
流
と
渡
嶋

　
既
述

し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
渡
嶋
を
め
ぐ
る
論
点
が
、
瀧
川
ー
田
名
網
論
争

以

来
、
さ
ほ
ど
深
化
し
て
い
な
い
の
は
、
実
は
こ
の
北
海
道
と
本
州
の
間
の
豊
か
な

交
流
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
そ
れ
が
最
大
の
根
拠
に
な
っ
て
し
ま
い
、

こ
う
し
た
交
流
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
比
羅
夫
も
北
海
道
に
ま
で
渡
っ
て
お
り
、
渡

嶋
が
北
海
道
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
と
い
う
論
調
が
強
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
で
あ
り
、
そ
う
し
た
前
提
に
た
っ
て
旧
説
を
理
解
し
て
い
る
た
め
、
旧
説
の
再
検

討
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
離
れ
た
地
域
間
で
の
意
外
な
ほ
ど
の
深
い
交
流
と
い
う
も
の
は
、
す
で
に

早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
事
実
で
あ
り
、
逆
に
交
流
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
直

ち
に
相
互
の
地
域
を
一
つ
の
世
界
に
で
き
な
い
こ
と
も
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も

な
い
。
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
朝
鮮
半
島
と
北
九
州
地
域
と
の
関
係
を
歴
史
的
に
振

り
返
れ
ば
明
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
交
流
は
縄
文
時
代
以
来
、
長
期
に
亙
っ
て
い
る
こ

と
が
多
く
、
そ
う
し
た
長
い
ス
パ
ン
の
な
か
で
特
定
の
時
代
を
考
え
る
必
要
も
あ
る
。

北
海
道
と
本
州
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
比
羅
夫
の
時
代
に
な
っ
て
突
然
交
流

が
始

ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
渡
嶋
問
題
に
つ
い
て
交
流
を
根
拠
に
考
え

る
場
合
に
は
、
以
上
の
点
を
十
分
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
れ
ま
で
も
折
に
触
れ
て
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
余
市
町
の
大
川
遺
跡
や

道
央
部
石
狩
低
地
帯
の
末
期
古
墳
の
遺
物
を
例
に
、
こ
う
し
た
地
域
の
先
進
性
・
本

州
と
の
深
い
交
流
関
係
を
根
拠
と
し
て
、
本
州
か
ら
の
比
羅
夫
「
北
征
」
に
登
場
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

る
渡
嶋
を
北
海
道
と
考
え
る
の
が
、
蓑
島
説
③
・
樋
口
説
③
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

近
年
の
通
説
的
学
説
で
あ
る
。

　
た
だ
し
遺
跡
・
遺
物
の
年
代
観
に
つ
い
て
な
お
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ら
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
遺
跡
の
な
か
に
は
、
比
羅
夫
の
時
代
以
後
の
も
の

も
多
い
。
交
流
の
主
体
が
八
世
紀
以
後
に
お
け
る
進
展
の
成
果
と
解
釈
で
き
る
余
地

も
残
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
の
渡
嶋
1
1
北
海
道
説
で
は
ほ
と

ん

ど
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
北
海
道
内
の
地
域
差
の
存
在
で
あ
る
。
単
に
北
海

道
と
本
州
と
の
交
流
と
い
う
だ
け
で
は
、
こ
の
問
題
が
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
。
交
流

の
実
態
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
体
と
地
域
と
時
期
的
変
遷
と
を
慎
重
に
考
慮
す
べ
き

　
　
　
（
6
7
）

で
あ
ろ
う
。

　
擦
文
文
化
の
発
生
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
前
期
の
主
要
な
遺
跡
が
道
央
部
に

集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
域
に
起
源
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
右
記
し
た
よ

う
に
蓑
島
説
・
樋
口
説
も
、
道
央
の
先
進
性
を
説
く
し
、
東
北
の
末
期
古
墳
の
副
葬

品
と
共
通
す
る
よ
う
な
、
擦
文
初
期
の
遺
物
は
道
央
か
ら
集
申
的
に
出
土
し
、
擦
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

初
期
の
こ
の
地
域
へ
の
本
州
か
ら
の
移
住
す
ら
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
本
州
に
近
接
し
た
道
南
部
と
の
間
に
、
質
的
差
が
存

在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
続
縄
文
文
化
に
つ
い
て
、
道
南
・
石
狩
・
道
北
東
の
三

区
分
が
想
定
さ
れ
、
擦
文
土
器
に
つ
い
て
も
、
特
徴
あ
る
刻
印
に
よ
っ
て
、
道
南
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

道
央
と
の
質
的
差
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
擦
文
土
器
の
地
域
性
に
つ
い
て
、
縄

文
時
代
以
来
、
大
き
く
石
狩
低
地
帯
を
境
に
、
本
州
と
の
関
連
が
強
い
道
南
と
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

陸
と
の
関
連
が
強
い
道
東
北
と
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
見
方
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
の
縄
文
土
器
に
つ
い
て
は
、
「
津
軽
海
峡
よ
り
も
太
平
洋
側
の
噴
火
湾
と
日
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本
海
側
の
寿
都
湾
を
結
ん
だ
黒
松
内
低
地
帯
、
こ
の
線
よ
り
北
側
に
あ
る
太
平
洋
側

の

苫
小
牧
市
と
日
本
海
側
の
石
狩
湾
を
結
ぶ
石
狩
低
地
帯
の
二
つ
の
低
地
帯
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

が
一
応
の
境
界
線
と
な
っ
て
い
る
」
と
も
さ
れ
る
。

　

当
時
の
北
海
道
側
で
の
主
要
な
輸
入
品
（
毛
皮
と
の
交
易
品
）
と
目
さ
れ
て
い
る

鉄
器

に
つ
い
て
見
る
と
、
近
年
の
出
土
例
の
増
加
に
と
も
な
い
、
道
央
と
道
南
と
で

ど
ち
ら
に
比
重
を
か
け
る
か
で
、
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

に
し
ろ
地
域
差
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
や

は
り
本
州
か
ら
の
流
入
品
で
あ
る
須
恵
器
に
つ
い
て
は
、
全
道
に
分
布
し
て
お

（7
3
）

り
、
顕
著
な
地
域
差
は
見
出
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
大
麦
は
、
道
央
を
境
に
北
と
南
で
別
種
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ

　
　
（
7
4
｝

て

い
る
。

　

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
古
代
の
北
海
道
に
つ
い
て
も
、
お
お
む
ね

道
南
・
道
央
・
道
北
東
と
い
う
三
区
分
を
前
提
に
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
中
世
北
海
道
に
お
け
る
、
「
渡
党
」
「
唐
子
」
「
日
の
本
」
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

た
三
地
域
区
分
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
の
よ
う
に
、
擦
文
文
化
の
中
心
で
あ
る
道
央
と
道
南
と
の
間
に
地
域
差
が

認
め

ら
れ
る
こ
と
と
、
本
章
（
イ
）
で
論
じ
た
よ
う
に
、
津
軽
の
北
に
は
な
お
本
州

部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
本
州
最
北
端
部
と
道
南
部
と
の
間
に
共

通
の
文
化
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
津
軽
の
北
に
広
が

る
の
は
、
ま
さ
に
「
津
軽
海
峡
を
挟
む
世
界
」
で
あ
り
、
そ
の
さ
ら
に
北
に
広
が
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
央
部

と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
旧
稿
で
論
じ
た
よ
う

に
、
こ
の
津
軽
の
北
に
存
在
す
る
「
津
軽
海
峡
を
挟
む
世
界
」
こ
そ
、
渡
嶋
世
界
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

ふ

さ
わ
し
い
と
今
な
お
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
に
つ
い
て
は
、
本
格
的
な
擦
文

世
界
で

あ
る
道
央
部
と
は
区
別
し
て
、
擬
似
的
な
擦
文
世
界
と
見
倣
す
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
近
年
、
青
森
県
を
本
格
的
に
擦
文
文
化
の
世
界
と
見
倣
そ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

す
る
主
張
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
津
軽
海
峡

沿
岸
部

と
そ
れ
以
南
の
内
陸
部
と
を
区
別
し
、
津
軽
海
峡
沿
岸
部
は
道
南
と
一
体
で
、

さ
ら
に
本
格
的
な
擦
文
世
界
で
あ
る
道
央
部
と
は
区
別
す
る
と
い
う
よ
う
に
再
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

し
た
上
で
、
積
極
的
に
継
承
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
渡
嶋

1
1
北
海
道
説
で
も
、
津
軽
と
渡
嶋
と
の
緊
密
か
つ
日
常
的
な
交
流
関
係
は
繰
り
返
し

　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

主
張

さ
れ
て
き
た
が
、
た
と
え
ば
有
間
浜
に
渡
来
し
た
渡
嶋
蝦
夷
に
し
ろ
、
渡
嶋
津

軽
津
司
と
い
う
呼
称
に
し
ろ
、
こ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
地
域
区
分
を
想
定
し
た
方
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

十
分
説
明
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
な
お
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
蓑
島
説
⑥
・
若
月
説
①
な
ど
、
近
年
の
有
力
な
説

で

は
渡
嶋
蝦
夷
を
擦
文
集
団
と
見
倣
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
渡

嶋
蝦
夷
を
擦
文
集
団
と
す
る
の
は
、
渡
嶋
を
北
海
道
で
あ
る
と
断
定
し
た
上
で
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

論
、
い
わ
ば
結
果
論
の
域
を
い
ま
だ
出
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（オ
）
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
粛
慎

　
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
粛
慎
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
擦
文
文
化
期
に
道
東
部
で

展

開
さ
れ
た
、
北
の
海
洋
民
文
化
で
あ
る
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
の
関
係
が
強
く
示
唆

さ
れ
て
き
た
。
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
が
擦
文
文
化
と
は
異
な
っ
て
本
州
の
文
化
と
隔
絶

し
て
い
る
こ
と
が
、
欽
明
天
皇
五
年
十
二
月
紀
に
あ
る
よ
う
に
「
鬼
魅
」
と
呼
ば
れ

た
り
、
斉
明
天
皇
六
年
紀
［
史
料
2
］
に
あ
る
よ
う
に
か
な
り
異
様
な
風
習
を
も
つ

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
近
年
の
学
説
で
は
、
粛
慎
を
渡
嶋
蝦
夷
の
一
部

と
見
倣
す
説
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
早
く
若
月
［
5
1
］
に
お
い
て
、
粛
慎
か
ら
蝦
秋
へ
と
い
う
古
代
国
家
に
よ
る
概
念

認
識
の
変
化
が
生

じ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
て

い

た
熊
田
［
5
4
］
で
は
、
本
稿
0
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］

か

ら
渡
嶋
は
粛
慎
の
居
住
地
で
も
あ
る
と
し
、
ま
た
持
統
十
年
紀
［
史
料
3
］
の

「粛
慎
志
良
守
」
と
宝
亀
十
一
年
八
月
紀
の
「
秋
志
良
須
」
と
に
共
通
す
る
「
シ
ラ

ス
」
と
い
う
訓
か
ら
、
渡
嶋
蝦
秋
に
粛
慎
が
含
ま
れ
る
な
ど
と
す
る
、
若
月
説
と
密

接
に

関
わ
る
論
点
も
提
示
さ
れ
て
い
た
。
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そ
れ
以
後
、
関
口
［
6
5
］
が
、
持
統
十
年
紀
［
史
料
3
］
を
根
拠
に
、
や
は
り
渡

嶋
蝦
夷
と
粛
慎
と
の
密
接
な
関
係
を
説
き
（
五
五
〇
頁
）
、
若
月
［
6
7
］
で
は
、
右
記

の

熊
田
説
を
受
け
て
、
前
章
に
若
月
説
④
と
し
て
示
し
た
よ
う
に
、
同
じ
く
持
統
十

年
紀
［
史
料
3
］
を
、
道
南
の
渡
嶋
蝦
夷
と
道
北
・
道
東
の
粛
慎
と
の
共
存
の
た
め

の
整
備

を
示
す
も
の
と
考
え
、
そ
う
し
た
渡
嶋
蝦
夷
と
共
存
す
る
粛
慎
す
な
わ
ち
鯨

輻
は
、
八
世
紀
以
後
渡
嶋
と
一
括
さ
れ
渡
嶋
蝦
秋
・
渡
嶋
秋
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
と
し
た
。
ま
た
樋
口
［
6
9
］
も
、
持
統
十
年
紀
［
史
料
3
］
を
根
拠
に
同
様
な

論
を
展
開
し
、
や
は
り
熊
田
説
を
踏
ま
え
た
上
で
、
前
章
で
樋
口
説
⑤
と
し
て
示
し

た
よ
う
に
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
は
本
州
と
の
交
流
の
痕
跡
が
な
い
以
上
、
渡
嶋
蝦
夷

と
交
流
す
る
粛
慎
を
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
さ

ら
に
渡
嶋
蝦
夷
と
粛
慎
を
と
も
に
含
む
も
の
と
し
て
、
蝦
秋
と
い
う
用
語
が
登
場
す

る
の
だ
と
し
た
。

　
ま
ず
持
統
十
年
紀
［
史
料
3
］
に
つ
い
て
は
、
こ
の
一
例
の
み
で
渡
嶋
蝦
夷
と
粛

慎
と
の
普
遍
的
な
交
流
を
言
え
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
が
、
粛
慎
の
一
部
に
こ

う
し
た
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
持
統
十
年
紀
［
史
料

3
］
の
「
粛
慎
志
良
守
」
と
宝
亀
十
一
年
八
月
紀
の
「
秋
志
良
須
」
と
の
共
通
性
か

ら
、
擦
文
に
粛
慎
が
含
ま
れ
る
と
す
る
論
点
も
、
粛
慎
の
す
べ
て
が
、
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

で
な
け
れ
ば
、
十
分
容
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
従
来
の
粛
慎
を
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
結
び
つ
け
る
説
で
は
、
大
陸
と
の
関
係
が
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

視

さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
樋
口
説
で
も
、
一
方
で
粛
慎
の
多
様
性
を

強
調
し
て
お
り
、
ま
た
従
来
の
説
を
踏
ま
え
る
蓑
島
説
⑥
で
は
、
北
方
の
多
様
な
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

族
集
団
の
存
在
を
強
調
し
た
上
で
、
粛
慎
を
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
集
団
と
定
義
し
て
い

る
。　

や

は
り
渡
嶋
の
北
は
粛
慎
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
関

わ
る
も
の
も
、
渡
嶋
蝦
夷
と
関
わ
る
も
の
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
渡
嶋
よ
り
さ
ら
に

北
の
世
界
の
こ
と
は
、
中
央
で
は
ま
だ
そ
の
詳
細
が
明
か
で
は
な
く
、
日
本
側
の
史

料
に
様
々
な
も
の
が
粛
慎
と
し
て
記
録
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
元
慶
の
乱
に
お
け
る
渡
嶋
は
、
秋
田
・
津
軽
と
の
関
係
が
深
い
し
、
一
方
で
、
粛

慎
の
異
様
な
風
俗
の
存
在
も
確
か
で
あ
る
。
末
期
の
蝦
夷
叛
乱
で
あ
る
天
慶
の
乱
で

は
、
賊
徒
が
「
異
類
」
を
率
い
て
き
た
と
あ
り
、
近
年
で
は
そ
の
「
異
類
」
を
渡
嶋

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

で

あ
る
と
す
る
説
が
多
い
。
「
異
類
」
自
体
は
、
『
日
本
三
代
実
録
』
の
書
き
方
で
は

蝦
夷
や
俘
囚
の
こ
と
で
あ
る
が
、
次
第
に
蝦
夷
よ
り
も
異
民
族
的
様
相
の
強
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
｝

を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
渡
嶋
に
そ
う
い
う
も
の
が

含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
右
記
の
近
年
の
学
説
に
あ
る
通
り
で
あ

る
。
一
方
で
、
天
暦
元
年
の
、
最
後
の
蝦
夷
叛
乱
と
さ
れ
る
「
秋
坂
丸
の
乱
」
の
秋

坂
丸
と
い
う
人
名
は
、
秋
の
な
か
に
も
本
州
と
の
交
流
の
強
い
も
の
が
存
在
し
て
い

た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
樋

口
説
で
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
本
州
の
文
化
と
の
断
絶
が
強
調
さ
れ
る
が
、

蓑
島
説
⑥
に
あ
る
よ
う
に
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
集
団
と
擦
文
文
化
集
団
と
の
日
常
的

な
交
流
が
想
定
で
き
る
以
上
、
擦
文
文
化
集
団
を
介
し
て
の
本
州
と
の
交
流
を
ま
っ

た

く
無
視
は
で
き
な
い
。
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
に
も
本
州
系
の
遺
物
が
ま
っ
た
く
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
本
州
側
の
要
求
が
強
か
っ
た
毛
皮
も
、
こ
う
し
た
多
様
な
交
流
の

な
か
で
様
々
な
ル
ー
ト
を
通
じ
て
入
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
し
、
既
述
し
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
8
9
）

北
海
道
側
で
の
重
要
な
輸
入
品
で
あ
る
鉄
に
つ
い
て
も
、
大
陸
蘇
輻
か
ら
も
、
本
州

か

ら
も
、
と
も
に
流
入
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
渡
嶋
‖
津
軽
海
峡
を
挟
む
世
界

は
、
こ
う
し
た
本
州
と
道
央
と
の
物
資
の
交
流
を
つ
な
ぐ
結
節
点
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。　

以
上

述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
存
在
で
あ

る
粛
慎
こ
そ
、
「
渡
嶋
1
1
津
軽
海
峡
を
挟
む
世
界
」
の
外
に
広
が
る
、
道
央
や
道
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
9
0
）

北
を
す
べ
て
含
む
世
界
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
粛
慎
の
一
部
が
渡
嶋
夷
に

融
合
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
態
も
、
こ
う
し
た
多
様
な
粛
慎
の
う
ち
、
道
央
部
分
の

粛
慎
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
外
に
は
、
粛
慎
の
内
、
異
民
族
と
し
て

の

要
素
の
強
い
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
触
れ
て
き
た
、
道
央

に
本
州
と
の
交
流
が
強
く
認
め
ら
れ
る
と
い
う
論
点
も
、
そ
の
な
か
に
は
こ
う
し
た
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粛
慎
世
界
の
存
在
を
も
念
頭
に
置
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
ま
た
こ
う
し
た
北
海
道
に
お
け
る
粛
慎
の
在
り
方
を
考
え
る
と
き
、
千
田
［
6
4
］

の

紹
介
で
既
述
し
た
古
地
図
（
『
行
基
菩
薩
説
大
日
本
国
図
』
）
に
み
え
る
「
か
り
の

み

ち
（
雁
の
道
）
」
が
、
そ
れ
と
関
わ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
う
。
「
か
り
の
み
ち
」

の

説

明
と
し
て
、
異
類
異
形
の
も
の
が
住
む
場
所
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が

（
一
四

六

頁
）
、
そ
れ
は
右
記
し
た
渡
嶋
と
交
わ
っ
た
粛
慎
に
つ
い
て
の
「
異
類
」
表

記

と
関
係
が
あ
ろ
う
。
ま
た
「
か
り
の
み
ち
」
は
行
基
図
で
は
北
に
位
置
す
る
島
国

（あ
る
い
は
大
陸
の
一
部
？
）
で
あ
り
、
蝦
秋
の
秋
も
北
方
観
念
と
関
わ
る
。
北
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

出
羽
・
佐
渡
と
す
る
伝
統
的
な
方
位
観
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
千
田

［
6
4
］
で
は
、
「
か
り
の
み
ち
」
‖
粛
慎
説
の
示
唆
に
と
ど
ま
り
、
他
説
の
紹
介
も
行

つ

て

い

る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
積
極
的
に
継
承
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

お

わ
り
に

渡
嶋
世
界
の
消
滅

　
「
渡
嶋
」
と
い
う
呼
称
は
、
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
を
最
後
に
消
え
る
［
史
料
1
4
］
。

九
世
紀
に
は
、
渡
嶋
が
さ
ら
に
北
の
世
界
と
の
交
流
の
結
果
、
複
雑
な
内
部
構
成
を

取
り
始
め
た
こ
と
を
前
章
で
論
じ
た
が
、
一
〇
世
紀
前
後
に
、
津
軽
海
峡
に
よ
る
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

州
と
北
海
道
の
分
断
が
顕
著
に
な
る
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
。
渡
嶋
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

州
部
分
は
む
し
ろ
南
の
世
界
の
内
に
含
ま
れ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
中
世
に
な
る
と
、
こ
の
海
峡
を
挟
む

世

界
は
、
ふ
た
た
び
、
そ
の
津
軽
海
峡
を
北
か
ら
も
南
か
ら
も
「
内
海
」
と
意
識
す

　
　
　
　
　
（
9
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
＞

る
一
つ
の
世
界
と
し
て
復
活
し
て
い
る
。

　
本
稿
で

は
、
こ
う
し
た
海
峡
を
挟
む
世
界
と
い
う
根
強
い
伝
統
を
踏
ま
え
て
、
渡

嶋
問
題
を
再
度
考
え
て
み
た
。
当
該
地
域
に
つ
い
て
の
限
ら
れ
た
文
献
の
解
釈
に
は

限
界
が
あ
り
、
考
古
学
の
成
果
を
積
極
的
に
解
釈
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
門
外
漢
故
の
誤
解
や
情
報
摂
取
の
遅
れ

の
あ
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
。

　
ま
た
ア
イ
ヌ
語
地
名
と
擦
文
文
化
の
問
題
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
成
立
と
の
関
係
（
こ

の

点
に
つ
い
て
は
、
時
期
的
な
ず
れ
の
問
題
や
、
人
種
の
問
題
と
文
化
の
問
題
な
ど

が
複
雑

に
関
わ
る
）
な
ど
に
つ
い
て
ま
で
見
通
し
た
検
討
も
今
後
必
要
で
あ
る
。
残

さ
れ
た
課
題
は
多
々
あ
る
が
、
現
時
点
で
の
覚
書
と
し
て
、
こ
こ
で
摘
筆
し
た
い
。

〔付
記
〕
本
稿
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
特
定
研
究
グ
ル
ー
プ
の
求
め
に
応
じ
て

行
っ
た
「
阿
倍
比
羅
夫
と
渡
嶋
蝦
夷
ー
津
軽
十
三
湖
の
歴
史
1
」
（
一
九
九
二
年
十

月
十
七
日
、
於
市
浦
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
）
及
び
縄
文
文
化
検
討
会
の
求
め

に
応
じ
て
行
っ
た
「
文
献
上
か
ら
見
た
古
代
蝦
夷
像
ー
「
蝦
夷
」
表
記
の
成
立
期
を

中
心
に
ー
」
（
第
五
回
縄
文
文
化
検
討
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
北
日
本
続
縄
文
文
化
の

実
像
－
古
代
蝦
夷
の
成
立
と
展
開
に
関
す
る
諸
問
題
ー
」
一
九
九
四
年
三
月
二
十
六

日
、
於
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
）
の
二
つ
の
口
頭
報
告
を
も
と
に
、
そ

の
後
の

知
見
を
交
え
て
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
席
上
に
て
、
種
々
ご

教
示
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
に
末
尾
な
が
ら
謝
意
を
表
し
ま
す
。

註（
1
）
　
拙
稿
［
6
2
］
（
渡
嶋
問
題
に
関
す
る
主
要
な
研
究
論
文
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
に
文
献
目
録
を

　

掲
げ
た
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
表
に
掲
載
し
た
論
文
に
つ
い
て
は
、

　
す
べ
て
そ
の
番
号
で
示
す
）
。
本
稿
で
旧
稿
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
さ
す
。
な
お
当
時

　
　
の
私
見
の
梗
概
は
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
「
古
代
蝦
夷
の
時
代
」
（
盛
田
稔
・
長
谷
川
成
一
編

　
『
図
説
青
森
県
の
歴
史
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
一
年
）
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
2
）
　
た
と
え
ば
蓑
島
［
6
8
］
（
二
九
頁
）
な
ど
。

（
3
）
　
熊
谷
［
5
3
］
他
参
照
。

（
4
）
　
新
井
白
石
の
東
北
史
研
究
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
［
4
4
］
に
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
の
で
参
照
さ

　
れ
た
い
。
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
白
石
に
は
『
蝦
夷
志
』
以
外
に
も
、
『
読
史
余
論
』
『
本
朝
軍

　
器
考
』
と
い
っ
た
著
作
に
、
関
連
す
る
記
述
が
あ
る
。

（
5
）
　
津
田
［
1
4
］
は
、
そ
の
補
記
で
、
林
説
に
つ
い
て
学
問
的
根
拠
の
な
い
説
で
あ
る
と
は
す
る

　
も
の
の
、
そ
れ
に
注
目
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
菅
江
真
澄
『
筆
の
ま
に
ま
に
』
に
も
、
後
方
羊

　

蹄
を
津
軽
の
岩
木
山
と
す
る
説
が
み
え
る
。
な
お
初
期
の
白
石
批
判
と
し
て
は
、
宮
崎
［
4
4
］

　
に
あ
る
よ
う
に
、
考
証
学
者
猪
飼
敬
所
の
そ
れ
に
も
注
目
で
き
る
。

（
6
）
　
近
世
に
早
く
も
蝦
夷
即
ア
イ
ヌ
説
が
誕
生
し
て
い
た
こ
と
に
、
杉
山
［
3
8
］
は
注
目
し
て
い
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る
。

（
7
）
　
大
正
期
以
前
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
児
玉
［
3
4
］
（
本
稿
で
は
、
と
く
に
註
記
し
な
い
限
り

　
　
「
北
方
文
化
研
究
」
の
頁
を
示
す
。
九
八
頁
以
下
）
・
杉
山
［
3
8
］
（
一
七
頁
以
下
）
・
北
構
［
6
1
］

　

　
（
一
七
五
頁
以
下
）
な
ど
に
、
的
確
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
さ
ら
に
付
け
加
え
る
必

　
　
要
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
昭
和
期
以
後
の
研
究
で

　
　
も
、
明
確
な
史
料
考
証
の
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
ふ
れ
ず
、
研
究
史

　
　
的
意
味
に
つ
い
て
は
や
は
り
そ
れ
ら
の
ま
と
め
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

（
8
）
　
「
渡
嶋
」
関
係
史
料
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
に
表
に
ま
と
め
た
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
史
料

　
　
に

つ
い
て

は
、
そ
の
表
の
番
号
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

（
9
）
　
本
稿
で
の
引
用
に
際
し
て
は
、
『
日
本
古
典
の
研
究
』
の
頁
数
を
示
す
。

（
1
0
）
　
後
に
も
触
れ
る
が
、
津
田
は
、
斉
明
五
年
紀
所
引
伊
吉
連
博
徳
書
の
「
都
加
留
」
を
、
津
軽

　
　
を
含
む
広
域
地
名
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

（
1
1
）
　
松
原
［
4
5
］
は
、
「
志
摩
国
」
（
持
統
六
年
三
月
紀
）
・
「
嶋
宮
」
（
天
武
元
年
九
月
紀
）
・
「
磯

　
　
城
嶋
」
（
欽
明
元
年
七
月
紀
）
・
「
高
嶋
郡
」
（
継
体
即
位
前
紀
）
を
挙
げ
る
。
ま
た
と
く
に
東
北

　
　
地
方
で
は
、
中
世
の
郡
制
下
で
、
「
嶋
（
島
）
」
と
い
う
単
位
が
多
い
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。

　
　
「
小
鹿
島
」
な
ど
が
参
考
に
な
ろ
う
。

（
1
2
）
　
高
橋
［
3
0
］
（
七
八
頁
）
で
は
津
田
説
を
一
応
肯
定
す
る
。
し
か
し
後
に
高
橋
［
3
2
］
で
は
、

　
　
比
羅
夫
自
身
は
北
海
道
ま
で
渡
っ
て
は
い
な
い
が
、
渡
嶋
自
体
は
北
海
道
と
見
る
説
に
変
わ
っ

　
　
た
（
四
九
頁
）
。

（
1
3
）
　
児
玉
［
3
4
］
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
渡
嶋
の
津
軽
」
は
養
老
四
年
紀
［
史
料
5
］
に
み
え

　
　
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
例
示
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

（
1
4
）
松
原
は
、
斉
明
紀
の
史
料
批
判
に
つ
い
て
、
斉
明
四
年
四
月
紀
［
史
料
ユ
］
と
斉
明
五
年
三

　
　
月
紀
を
同
事
重
出
記
事
と
見
る
坂
本
［
2
3
］
の
説
に
従
っ
て
い
る
。

（
1
5
）
　
史
料
3
に
つ
い
て
は
、
田
名
網
［
2
4
］
で
は
「
越
の
国
か
ら
渡
っ
て
い
け
る
島
の
意
」
と
し

　
　
て

い
た
。

（
1
6
）
　
田
名
網
［
2
0
］
で
は
、
後
方
羊
蹄
を
青
森
付
近
の
松
森
村
の
「
し
り
べ
ち
」
に
比
定
す
る
説

　
　
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
一
八
頁
）
。
し
か
し
こ
れ
は
田
名
網
自
身
が
賛
同
し
て
い
る
わ
け
で
は

　
　
な
い
し
、
児
玉
［
3
4
］
の
言
う
と
お
り
ま
ず
無
理
で
あ
ろ
う
。

（
1
7
）
　
こ
の
部
分
だ
け
は
田
名
網
［
2
4
］
の
論
点
。

（
1
8
）
　
田
名
網
は
古
田
良
↓
「
津
軽
十
三
湊
の
研
究
」
（
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
七
、
一
九
五

　
　
六
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
古
田
氏
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
深
浦
説
に
確
た

　
　
る
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
1
9
）
　
古
代
蝦
夷
が
ア
イ
ヌ
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
埴
原
和
郎
氏
ら
の

　

　
一
連
の
見
解
に
よ
っ
て
、
現
在
で
は
、
形
質
人
類
学
的
に
は
そ
う
い
う
問
題
の
立
て
方
自
体
が

　
　
お
か
し
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
な
お
児
玉
は
、
こ
の
こ
と
が
エ
ミ
シ
と
区
別
さ
れ
た
エ
ゾ
の
誕
生
と
関
わ
る
と
見
て
い
る
。

（
2
0
）
　
津
田
説
を
批
判
す
る
瀧
川
が
、
斉
明
五
年
紀
の
諸
蝦
夷
を
渡
嶋
蝦
夷
と
し
て
い
る
の
は
お
か

　
　
し
い
と
批
判
し
て
い
る
（
一
二
二
頁
以
下
）
。
ま
た
坂
本
［
2
3
］
に
つ
い
て
も
、
斉
明
六
年
紀

　
　
［
史
料
2
］
の
解
釈
の
問
題
か
ら
批
判
し
て
い
る
（
一
二
⊥
ハ
頁
以
下
）
。

（
2
1
）
　
児
玉
は
さ
ら
に
斉
明
五
年
紀
所
引
伊
吉
連
博
徳
書
の
記
載
か
ら
、
津
軽
が
陸
奥
に
含
ま
れ
る

　
　
こ
と
を
論
じ
る
が
（
一
三
三
頁
）
、
こ
の
点
は
史
料
解
釈
と
し
て
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
近
世
津
軽
に
ア
イ
ヌ
居
住
の
明
証
が
あ
る
こ
と
も
議
論
し
て
い
る
（
一
一
二
頁
以
下
）
。

（
2
3
）
　
田
名
網
［
2
8
］
は
「
渡
嶋
蝦
夷
等
」
で
あ
っ
て
「
渡
嶋
等
蝦
夷
」
で
は
な
い
の
で
、
渡
嶋
か

　
　
ら
だ
け
来
た
の
で
あ
り
、
北
海
道
だ
け
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
呼
ぶ
と
は
思
え
な
い
と
し
て
い
た
（
六

　
　
二
頁
）
。
い
ず
れ
に
し
ろ
古
代
史
料
に
お
け
る
「
等
」
の
使
い
方
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
い
。

（
2
4
）
　
熊
谷
に
は
、
こ
の
論
文
の
前
提
と
し
て
、
「
阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討
」
（
東

　
　
北
学
院
大
学
論
集
〈
歴
史
学
・
地
理
学
〉
一
六
、
一
九
八
六
年
）
が
あ
る
。

（
2
5
）
早
く
高
橋
［
3
2
］
が
、
啓
蒙
書
な
の
で
詳
し
く
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
「
鰐

　
　
田
・
淳
代
・
津
軽
と
渡
嶋
と
は
地
域
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
」
と
明
言
し
て
い
た
（
四
九
頁
）
。

（
2
6
）
　
森
田
［
5
9
］
も
こ
の
こ
と
を
再
論
し
て
い
る
（
一
五
五
頁
）
。

（
2
7
）
　
前
掲
註
（
1
0
∀
参
照
。
こ
れ
に
つ
い
て
児
玉
は
、
「
こ
う
い
う
こ
と
は
斉
明
紀
の
ど
こ
に
も

　
　
書
か
れ
て
い
な
い
」
（
［
3
4
］
＝
九
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
2
8
）
　
宮
崎
［
4
4
］
で
は
「
田
名
網
氏
の
渡
島
説
が
必
ず
し
も
津
田
説
の
忠
実
な
継
承
と
は
認
め
ら

　
　
れ

な
い
こ
と
と
、
そ
の
白
石
説
批
判
に
は
誤
解
が
あ
る
」
（
四
二
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
2
9
）
　
熊
田
［
5
4
］
註
（
9
7
）
。
範
囲
が
狭
ま
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
い
か
に
も
不
自
然
な
解
釈
で

　
　
あ
る
と
も
し
て
い
る
。

（
3
0
）
　
た
だ
児
玉
が
傍
証
と
し
た
斉
明
元
年
七
月
紀
の
解
釈
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

（
3
1
）
　
津
田
［
1
4
］
・
瀧
川
［
2
7
］
で
は
「
渡
嶋
蝦
夷
」
の
誤
り
、
村
尾
［
2
2
］
で
は
、
陸
奥
側
に

　
　
も
警
戒
部
隊
が
配
備
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
田
名
網
［
2
8
］
で
は
「
漠
然
と
淳
代
辺
を
指
し
た

　
　
も
の
」
、
新
野
［
4
6
］
で
は
「
津
軽
地
方
の
現
地
の
人
間
」
、
関
口
［
5
0
］
で
は
、
前
年
の
鰐

　
　
田
・
淳
代
・
津
軽
な
ど
の
帰
服
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
陸
奥
国
司
の
管
轄
下
に
組
み
込
ま
れ
た
と

　
　
し
、
石
附
［
5
2
］
で
は
「
齢
田
・
淳
代
・
津
軽
等
の
各
蝦
夷
の
総
称
的
な
も
の
」
な
ど
と
し
て

　
　
い
る
。

　
　
　
そ
の
他
、
川
副
武
胤
「
四
方
国
考
（
上
）
～
（
下
）
ー
『
古
事
記
』
国
県
邑
里
考
の
う
ち
ー
」

　
　
（
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
二
二
～
二
四
、
一
九
八
〇
年
）
・
同
「
続
四
方
国
考
二
題
」
（
弘
前
大

　
　
学
国
史
研
究
七
〇
、
一
九
八
〇
年
）
・
同
「
四
方
国
追
考
（
上
）
（
下
）
ー
甲
斐
之
酒
折
宮
ー
」

　
　
（
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
二
六
、
二
七
、
一
九
八
一
年
）
（
以
上
、
す
べ
て
川
副
『
日
本
古
典
の

　
　
研
究
』
所
収
）
、
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

　
　
年
）
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
熊
谷
［
5
3
］
・
熊
田
［
5
4
］
・
北
構

　
　
［
6
1
］
・
蓑
島
［
6
6
］
な
ど
の
間
で
論
争
が
あ
る
。

（
3
2
）
　
熊
谷
［
5
3
］
註
（
3
3
）
で
は
、
地
域
名
と
し
て
使
用
さ
れ
た
例
と
し
て
、
史
料
2
B
・
史
料

　
　

5
を
挙
げ
て
い
る
が
、
史
料
H
も
追
加
で
き
る
。
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な
お
渡
嶋
が
本
拠
地
に
ち
な
む
民
族
名
だ
と
す
る
と
、
本
拠
地
を
追
わ
れ
れ
ば
ど
う
な
る
の

　
　

か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
本
拠
地
を
追
わ
れ
た
と
し
て
も
、
遺
称
は
残
る
と
考

　
　
え
て
よ
か
ろ
う
。

（
3
3
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
（
下
）
五
七
七
頁
補
注
二
。

（
3
4
）
児
玉
［
3
4
］
（
一
二
四
頁
）
で
は
、
児
玉
説
②
A
の
立
場
か
ら
、
村
尾
説
の
矛
盾
点
が
的
確

　
　
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
3
5
）
関
口
［
5
0
］
で
は
瀧
川
説
①
の
解
釈
に
従
う
べ
き
だ
と
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
熊
谷
説

　
　
の
立
場
を
支
持
す
る
。

（
3
6
）
　
渡
部
［
4
9
］
四
二
頁
以
下
。
そ
の
他
斉
明
六
年
紀
［
史
料
2
］
で
、
陸
奥
蝦
夷
を
兵
力
と
し

　
　
て

載
せ
て

い

く
と
あ
る
が
、
松
原
説
に
い
う
渡
嶋
1
1
米
代
川
周
辺
で
は
南
す
ぎ
て
、
か
れ
ら
を

　
　
率
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
も
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
に
触
れ
た
「
陸
奥
」
の
解
釈
が

　
　
関
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
松
原
説
の
よ
う
に
北
上
で
な
く
南
下
と
は
解
釈
で
き
な
い
し
、

　
　
元
慶
紀
に

つ
い
て

も
松
原
の
解
釈
に
は
従
え
な
い
と
し
て
い
る
。

（
3
7
）
　
熊
谷
［
5
3
］
註
（
3
2
）
。
さ
ら
に
元
慶
の
乱
の
動
向
を
見
る
と
、
米
代
川
流
域
の
蝦
夷
と
渡

　
　
嶋
蝦
夷
と
は
別
で
あ
る
こ
と
も
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
後
に
森
田
［
5
9
］
で
も
、
同
様
の

　
　
根
拠
か

ら
松
原
説
が
否
定
さ
れ
て
い
る
二
五
六
頁
）
。

（
3
8
）
　
そ
の
他
、
新
野
は
『
古
代
東
北
の
開
拓
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
）
・
『
古
代
東
北
史
の
基

　
　
本
的
研
究
』
（
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）
な
ど
の
多
数
の
著
書
で
も
、
北
海
道
説
を
結
論
的

　
　
に
述
べ
て
い
る
。
た
だ
新
野
［
4
6
］
で
は
、
渡
嶋
が
北
海
道
か
い
な
か
は
分
か
ら
ず
、
あ
る
い

　
　
は

佐
渡
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
六
頁
以
下
）
。

（
3
9
）
　
野
代
湊
の
よ
う
に
「
賊
地
」
で
は
な
く
「
夷
地
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
当
時

　
　
も
な
お
朝
貢
関
係
を
維
持
し
て
い
た
渡
嶋
の
内
で
あ
ろ
う
と
言
う
。

（
4
0
）
　
た
だ
後
方
羊
蹄
な
ど
は
、
現
在
地
名
が
残
っ
て
い
な
い
わ
け
で
、
消
え
た
地
名
が
た
く
さ
ん

　
　
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
関
口
説
の
よ
う
に
即
断
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
4
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
直
接
は
若
月
［
5
1
］
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
蓑

　
　
島
［
6
6
］
（
五
二
八
頁
）
の
批
判
が
あ
る
。

（
4
2
）
　
た
だ
し
こ
の
点
は
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
4
3
）
　
蓑
島
は
北
構
［
6
1
］
（
一
四
七
頁
）
を
引
用
し
て
い
る
が
、
本
稿
●
で
既
述
し
た
よ
う
に
、
こ

　
　
れ

は
瀧
川
説
①
以
来
の
論
点
で
あ
る
。

（
4
4
）
　
若
月
に
は
、
当
該
期
の
分
析
を
め
ぐ
っ
て
、
若
月
［
5
1
5
6
］
と
い
っ
た
そ
れ
に
先
行
す
る

　
　
見
解
が
あ
る
が
、
こ
の
若
月
［
6
7
］
で
そ
れ
を
大
幅
に
改
め
て
い
る
。

（
4
5
）
　
こ
の
点
は
、
本
稿
0
で
ふ
れ
た
熊
田
［
5
4
］
で
の
理
解
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。

（
4
6
）
後
半
は
や
や
意
味
が
と
り
に
く
い
が
、
あ
る
い
は
次
章
で
触
れ
る
杉
山
荘
介
説
⑤
の
よ
う
に
、

　
　
ア
イ
ヌ
語
地
名
だ
か
ら
北
海
道
と
い
う
説
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
津
軽
自
身
、
こ
れ
は
ア
イ

　
　
ヌ
語
地
名
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

（
4
7
）
　
若
月
だ
け
は
独
特
の
史
料
批
判
を
行
な
い
、
係
年
が
異
な
る
。
ま
た
以
下
の
視
点
の
な
か
に

　
　
は
、
部
分
的
に
は
早
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
た
視
点
・
事
柄
も
も
ち
ろ
ん
含
ま
れ
て
い
る
。

（
4
8
）
　
児
玉
説
に
つ
い
て
は
既
述
。
北
構
説
に
つ
い
て
は
、
［
6
1
］
（
一
八
一
頁
以
下
）
参
照
。

（
4
9
）
　
こ
う
し
た
観
点
自
体
は
、
す
で
に
高
橋
［
3
2
］
（
四
九
頁
）
や
郷
土
史
家
な
ど
の
間
で
も
指
摘

　
　
さ
れ
て
い
た
。

（
5
0
）
　
ち
な
み
に
石
附
［
4
1
］
も
こ
の
説
を
採
っ
て
い
る
。

（
5
1
）
　
た
だ
し
貞
観
十
七
年
紀
［
史
料
9
］
は
、
本
州
北
部
と
み
る
。

（
5
2
）
　
前
掲
註
（
3
7
）
参
照
。

（
5
3
）
　
若
月
旧
説
［
5
1
］
批
判
に
つ
い
て
は
、
奥
田
尚
「
斉
明
朝
に
お
け
る
阿
倍
比
羅
夫
の
北
進
に

　
　
つ
い

て
」
（
『
今
井
林
太
郎
先
生
喜
寿
記
念
国
史
学
論
集
』
同
論
集
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
）
、

　
　
蓑
島
［
6
6
］
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
5
4
）
　
児
玉
［
3
6
］
も
瀧
川
説
を
全
面
的
に
支
持
し
て
い
る
（
七
三
頁
）
。

（
5
5
）
　
北
構
［
6
1
］
（
一
四
六
頁
以
下
）
、
樋
口
［
6
9
］
註
（
5
）
な
ど
に
研
究
史
が
ま
と
め
ら
れ
て

　
　
い
る
。

（
5
6
）
　
註
（
1
8
）
前
掲
論
文
。

（
5
7
）
　
児
玉
［
3
6
］
（
七
六
頁
以
下
）
参
照
。
そ
の
批
判
は
的
確
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
れ
以
後
の
研
究

　
　
で
も
、
井
上
［
3
9
］
、
虎
尾
俊
哉
『
律
令
国
家
と
蝦
夷
』
（
若
い
世
代
と
語
る
日
本
の
歴
史
］
○
、

　
　
評
論
社
、
一
九
七
五
年
）
な
ど
、
津
田
説
に
従
う
研
究
は
多
い
。

（
5
8
）
　
熊
谷
［
5
3
］
註
（
3
6
）
他
参
照
。

（
5
9
）
　
も
ち
ろ
ん
『
拾
芥
抄
』
行
基
図
の
「
夷
地
」
は
い
ろ
ん
な
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
中
世
津
軽

　
　
安
藤
氏
の
主
要
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
下
北
地
域
を
そ
こ
に
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
そ

れ
に

対

し
て
、
千
田
［
6
4
］
な
ど
で
注
目
さ
れ
て
い
る
、
「
か
り
の
み
ち
」
こ
そ
、
本
州

　
　
と
は
別
の
島
で
あ
る
か
ら
、
粛
慎
と
関
わ
る
北
海
道
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
あ
る
い
は

　
　
大
陸
の
↓
部
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
章
（
オ
）
で
も
う
一
度
触
れ
た
い
。

（
6
0
）
　
「
千
疋
」
の
「
千
」
に
つ
い
て
は
、
古
来
数
が
多
す
ぎ
る
と
し
て
、
コ
十
」
の
誤
写
と
見

　
　
る
説
も
多
く
あ
る
。

（
6
1
）
　
民
族
名
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
和
語
で
あ
る
。
あ
る
い
は
蝦
夷
の
な
か
で
海
を
盛
ん
に
利
用

　
　
す
る
も
の
に
対
し
て
付
け
ら
れ
た
汎
称
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
渡
嶋
蝦
夷
が
海
と
関
わ
り
が
深

　
　
い
こ
と
は
、
関
口
［
6
5
］
で
も
、
弘
仁
元
年
紀
［
史
料
8
］
を
例
に
引
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る

　
　
（
五
四
一
頁
）
。

（
6
2
）
　
本
稿
の
一
部
を
発
表
し
た
「
第
五
回
縄
文
文
化
検
討
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
席
上
で
も
、
菊

　
　
池
徹
夫
氏
よ
り
同
様
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

（
6
3
）
　
そ
の
根
拠
と
し
て
、
『
続
日
本
紀
』
以
降
で
は
、
日
本
海
側
の
エ
ミ
シ
は
「
蝦
秋
」
な
ど
と

　
　
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
そ
の
通
り
で
あ
る
に
し
ろ
、
「
陸

　
　
奥
出
羽
蝦
夷
」
と
い
う
表
記
な
ら
ば
、
霊
亀
元
年
正
月
紀
・
宝
亀
三
年
正
月
紀
な
ど
、
か
な
り

　
　
例
が
あ
る
。

（
6
4
）
　
北
海
道
に
限
ら
ず
、
東
北
北
部
で
出
土
す
る
馬
具
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
形
状
的
に
は
長
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野
県
な
ど
で
出
土
す
る
馬
具
と
酷
似
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
北
方
地
域
で
現
実
に
そ
れ
が
馬
具

　

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
扱
う
必
要
も
あ
ろ
う
。
交
流
の
成

　

果
と
し
て
入
手
し
て
も
、
装
飾
品
な
ど
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ

　
　
る
。

　
　

な
お
、
北
海
道
に
お
け
る
馬
の
存
否
の
問
題
は
、
飼
秣
料
と
し
て
の
塩
の
問
題
も
念
頭
に
お

　

く
必
要
が
あ
る
。
古
代
の
北
海
道
で
は
塩
も
陸
奥
湾
岸
沿
い
の
製
品
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か

　
　
っ
た
。

（
6
5
）
　
児
玉
［
3
4
］
で
は
、
「
陸
奥
国
安
倍
頼
時
、
行
胡
国
空
返
語
第
十
二
」
（
『
今
昔
物
語
集
』
第

　
　
三
十
一
）
に
み
え
る
胡
国
の
馬
の
史
料
に
つ
い
て
、
検
討
を
保
留
し
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
は
、

　

当
時
の
観
念
と
し
て
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
6
6
）
　
余
市
町
フ
ゴ
ッ
ペ
洞
窟
付
近
の
鉄
製
武
器
を
副
葬
す
る
七
世
紀
中
葉
の
土
墳
墓
に
注
目
し
、

　

本
州
か
ら
の
兵
士
集
団
の
到
来
を
想
定
す
る
説
（
大
沼
忠
春
「
北
海
道
の
文
化
」
金
子
裕
之
編

　
　
『
古
代
史
復
原
』
9
古
代
の
都
と
村
、
講
談
社
、
一
九
八
九
年
）
を
支
持
し
て
い
る
。

（
6
7
）
　
坂
井
秀
弥
「
北
海
道
出
土
「
佐
渡
小
泊
産
須
恵
器
」
の
問
題
点
」
（
新
潟
考
古
学
談
話
会
会

　
　
報
二
二
、
一
九
九
四
年
）
二
六
頁
参
照
。

（
6
8
）
　
鈴
木
靖
民
「
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
」
（
同
編
『
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
』
古
代
王
権

　
　
と
交
流
一
、
名
著
出
版
、
一
九
九
六
年
）
一
七
頁
。

　
　
　
な
お
斉
藤
利
男
「
蝦
夷
社
会
の
交
流
と
「
エ
ゾ
」
世
界
へ
の
変
容
」
（
前
掲
『
古
代
蝦
夷
の

　
　
世
界
と
交
流
』
）
で
は
、
道
央
部
の
末
期
古
墳
に
つ
い
て
の
評
価
を
か
な
り
低
く
見
て
い
る

　
　
（
四
四
六
頁
）
。

（
6
9
）
　
横
山
英
介
『
擦
文
文
化
』
（
考
古
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
5
9
、
ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
一
九

　
　
九
〇
年
）
三
六
頁
以
下
な
ど
。
ま
た
本
州
と
の
関
係
が
深
い
恵
山
式
と
、
そ
れ
と
は
質
的
に
異

　
　
な
る
道
央
部
の
続
縄
文
と
い
っ
た
構
図
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
宇
田
川
洋
『
北
海
道
の
考
古

　
　
学
』
（
北
方
新
書
一
、
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
五
年
）
一
八
二
頁
以
下
。

（
7
0
）
越
田
賢
一
郎
「
擦
文
土
器
の
終
焉
（
下
）
」
（
中
世
土
器
研
究
七
四
、
一
九
九
四
年
）
。
ま
た

　
　
縄
文
時
代
以
来
の
青
森
と
渡
島
半
島
南
端
部
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
近
年
発
見
さ
れ
た
ス
ト

　
　
ー
ン
サ
ー
ク
ル
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
。

（
7
1
）
　
羽
賀
憲
二
「
二
つ
の
文
化
系
統
」
（
坪
井
清
足
他
編
『
新
版
古
代
の
日
本
』
⑨
東
北
・
北
海

　
　
道
、
角
川
書
店
、
一
九
九
二
年
）
四
〇
五
頁
。

（
7
2
）
横
山
前
掲
註
（
6
9
）
書
で
は
、
北
海
道
に
お
け
る
石
器
と
鉄
器
の
関
係
に
つ
い
て
、
渡
島
半

　
　
島
部
や
噴
火
湾
沿
岸
部
で
も
っ
と
も
早
く
（
擦
文
文
化
初
頭
期
［
6
8
］
）
に
鉄
器
化
が
完
了
し
、

　
　
つ
い
で
石
狩
低
地
へ
普
及
し
て
い
っ
た
と
い
う
（
＝
三
頁
）
。
蓑
島
（
三
三
頁
）
・
鈴
木
註

　
　
（
6
8
）
前
掲
論
文
（
一
七
頁
∀
な
ど
で
は
、
道
央
の
卓
越
性
が
説
か
れ
て
い
る
。

（
7
3
）
　
山
本
哲
也
「
擦
文
文
化
に
於
け
る
須
恵
器
に
つ
い
て
」
（
國
學
院
大
学
考
古
学
資
料
館
紀
要

　
　
四
、
一
九
八
八
年
）
五
頁
以
下
参
照
。

（
7
4
）
　
『
北
の
古
代
史
を
さ
ぐ
る
ー
擦
文
文
化
ー
』
（
北
海
道
開
拓
記
念
館
第
四
五
回
特
別
展
図
録
、

　
　
一
九
九
八
年
）
。

（
7
5
）
　
中
世
土
器
に
つ
い
て
は
、
渡
島
半
島
南
端
部
と
、
そ
れ
を
除
く
道
南
部
、
道
央
部
と
い
っ
た

　
　
地
域
区
分
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
と
い
う
（
越
田
賢
一
郎
・
鈴
木
信
「
北
海
道
」
『
概
説
　
中
世

　
　
の
土
器
・
陶
磁
器
』
真
陽
社
、
一
九
九
五
年
）
。

（
7
6
）
　
も
ち
ろ
ん
、
私
の
言
う
「
津
軽
海
峡
を
挟
む
世
界
」
に
つ
い
て
、
南
北
に
も
っ
と
大
胆
に
広

　
　
げ
れ
ば
、
秋
田
ー
津
軽
を
含
む
海
峡
世
界
ー
道
央
と
い
う
三
区
分
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

　
　
こ
ま
で
拡
大
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。

（
7
7
）
　
児
玉
［
3
6
］
が
『
明
治
前
日
本
人
類
学
・
先
史
学
史
』
に
再
録
さ
れ
た
際
に
新
た
に
挿
入
さ

　
　
れ
た
地
図
に
概
念
的
に
示
さ
れ
た
渡
嶋
世
界
（
七
六
頁
）
は
、
結
果
的
に
は
私
の
説
く
と
こ
ろ

　
　
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
7
8
）
　
三
浦
圭
介
「
安
藤
氏
台
頭
以
前
の
津
軽
・
北
海
道
」
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
中
世
都

　
　
市
十
三
湊
と
安
藤
氏
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）
他
、
三
浦
の
一
連
の
論
考
参
照
。

（
7
9
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
防
御
性
集
落
の
時
代
を
ど
う
み
る
か
1
南
か
ら
の
力
・
北
か
ら

　
　
の
力
古
代
文
献
史
学
の
側
か
ら
の
試
論
ー
」
（
入
間
宣
夫
・
小
林
真
人
・
斉
藤
利
男
編
『
北

　
　
の
内
海
世
界
ー
北
奥
羽
・
蝦
夷
ヶ
島
と
地
域
諸
集
団
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
で
も
触

　
　
れ
て
い
る
。

（
8
0
）
　
熊
谷
［
5
3
］
・
蓑
島
［
6
6
］
他
。

（
8
1
）
　
平
山
久
夫
［
4
7
］
も
、
短
文
で
あ
る
た
め
に
論
旨
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
渡
嶋
文
化
圏
の
伝

　
　
統
と
い
う
立
場
か
ら
、
海
峡
を
挟
む
交
流
に
つ
い
て
盛
ん
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
渡
嶋
を
、
海

　
　
峡
を
挟
む
世
界
と
関
係
付
け
て
論
じ
る
意
志
を
強
く
有
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
8
2
）
若
月
説
①
に
つ
い
て
は
、
擦
文
の
発
生
を
道
央
と
見
る
説
と
抵
触
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
も
っ
と
も
若
月
説
で
は
、
道
央
部
に
つ
い
て
は
と
く
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
8
3
）
　
た
だ
樋
口
説
で
、
粛
慎
と
渡
嶋
蝦
夷
と
、
両
方
の
表
記
が
同
時
に
消
え
て
い
き
、
蝦
秋
に
な

　
　
っ
て
い
く
と
い
う
論
点
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
養
老
二
年
紀
［
史
料
4
］
の
「
渡
嶋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
蝦
夷
」
の
問
題
の
他
に
、
元
慶
三
年
紀
で
も
「
渡
嶋
夷
首
」
と
あ
っ
て
「
渡
嶋
狭
首
」
で
は
な

　
　
い
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
、
な
お
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
8
4
）
　
樋
口
［
6
9
］
註
（
3
6
）
な
ど
。

（
8
5
）
　
「
当
時
の
北
方
に
お
け
る
複
雑
な
民
族
構
成
」
を
指
摘
す
る
（
蓑
島
［
6
6
］
五
二
七
頁
）
。

（
8
6
）
　
新
野
直
吉
『
古
代
東
北
の
兵
乱
』
（
日
本
歴
史
叢
書
四
一
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
、

　
　
誉
田
慶
信
「
安
倍
氏
・
清
原
氏
・
藤
原
氏
」
（
註
（
7
1
）
前
掲
『
新
版
古
代
の
日
本
』
⑨
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
北
・
北
海
道
）
、
斉
藤
註
（
6
8
）
前
掲
論
文
。
た
だ
し
誉
田
が
「
秋
田
城
に
押
し
寄
せ
た
秋
」

　
　
と
す
る
の
は
、
表
記
の
点
か
ら
気
に
か
か
る
。
ま
た
斉
藤
は
、
新
野
・
誉
田
説
を
、
渡
嶋
1
1
北

　
　
海
道
説
か
ら
解
釈
し
、
「
異
類
」
を
北
海
道
の
人
々
と
す
る
。

（
8
7
）
　
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
、
一
九
七
八
年
）

　
　
が
、
九
世
紀
以
降
、
俘
囚
・
夷
俘
・
蝦
夷
と
い
っ
た
呼
称
上
の
違
い
が
あ
い
ま
い
に
な
る
と
し

　
　
て
い
る
こ
と
も
関
係
し
よ
う
か
。
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（
8
8
）
　
蓑
島
［
6
6
］
五
一
四
頁
他
参
照
。

（
8
9
）
　
関
口
［
6
5
］
五
四
八
頁
他
参
照
。

（
9
0
）
　
伝
統
的
な
粛
慎
解
釈
の
系
譜
上
に
あ
る
森
田
説
④
も
、
こ
う
し
た
解
釈
に
立
て
ば
、
私
の
考

　
　
え
と
さ
ほ
ど
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
既
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に

　
　
ア
イ
ヌ
に
つ
な
げ
る
の
は
問
題
で
あ
る
。

（
9
1
）
　
詳
細
は
拙
稿
「
日
本
古
代
・
中
世
に
お
け
る
境
界
観
念
の
変
遷
を
め
ぐ
る
覚
書
ー
古
典
籍
・

　
　
古
文
書
に
見
え
る
「
北
」
と
「
東
」
ー
」
（
皆
川
完
一
編
『
古
代
中
世
史
料
学
研
究
』
下
、
吉

　
　
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。
ま
た
『
尊
卑
分
泳
』
（
法
成
寺
関
白
道
長
公
次
男
堀
河
右

　
　
大
臣
頼
宗
公
孫
）
の
鎮
守
府
将
軍
藤
原
基
頼
の
項
に
「
討
出
羽
常
陸
北
国
凶
賊
」
と
あ
る
北
の

　
　
方
位
観
念
も
こ
う
し
た
変
化
の
内
に
登
場
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
9
2
）
　
岡
田
淳
子
「
北
海
道
に
み
る
本
州
古
代
文
化
の
射
影
ー
土
師
器
研
究
を
基
礎
と
し
て
ー
」

　
　
（
『
論
集
B
本
原
史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）
で
は
、
「
西
暦
九
〇
〇
年
代
の
比
較
的
早

　
　
い
頃
」
（
六
九
四
頁
）
、
同
「
流
通
拠
点
ー
余
市
大
川
」
（
『
北
方
文
化
と
日
本
列
島
』
ク
バ
プ

　
　
ロ
、
↓
九
九
六
年
）
で
は
、
⊃
○
世
紀
末
に
な
る
と
、
本
州
と
北
海
道
と
の
往
来
が
途
絶
え

　
　
が
ち
と
な
り
」
（
二
七
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
山
本
註
（
7
3
）
前
掲
論
文
四
二
頁
参
照
。

（
9
3
）
　
三
浦
註
（
7
8
）
前
掲
論
文
な
ど
で
は
、
九
世
紀
初
め
の
津
軽
海
峡
に
よ
る
本
州
と
北
海
道
と

　
　
の
分
断
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
9
4
）
　
拙
稿
「
中
世
の
奥
羽
と
北
海
道
」
（
白
い
国
の
詩
五
〇
九
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
9
5
）
　
渡
嶋
消
滅
以
後
の
歴
史
に
つ
い
て
は
拙
稿
註
（
7
9
）
前
掲
論
文
で
、
そ
の
概
観
を
論
じ
て
い

　
　
る
。

［補
註
］
　
脱
稿
後
、
樋
口
知
志
「
古
代
辺
境
に
お
け
る
人
的
交
流
」
（
『
人
間
・
社
会
・
文
化
』
岩
手

大
学
、
一
九
九
七
）
・
同
「
安
倍
氏
の
時
代
」
（
岩
手
史
学
研
究
八
〇
、
一
九
九
七
）
に
接
し
た
。
本

稿
と
関
わ
る
論
点
が
再
論
さ
れ
て
い
る
。
併
読
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

（法
政
大
学
第
一
教
養
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
特
定
研
究
協
力
者
）

（
一
九
九
九
年
七
月
六
日
　
審
査
終
了
受
理
）
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口 執筆者 論　文　名 掲載誌等 巻　号 特　　集 刊行年月 出　版　社 所収・再録書名 改題・改稿

1 新井　白石 『蝦夷志』 1720／

2 林　子平 『三国通覧図説』 1785／

3 本居　宣長 『古事記伝』 27 日代宮二之巻 1790／ 全集11

4 山田　聯 「北商備考』 1811／

5 飯田　武郷 r日本書紀通釈』 1892／01

6 沼田　頼輔 阿倍比羅夫の征したる粛慎国に就て 歴史地理 1－3 1899／12

7 吉田　東伍 『大日本地名辞書』 5下 奥羽（下） 1907／08 冨山房

8 吉田　東伍 『大日本地名辞書』 続編 北海道・樺太・

琉球・台湾篇

1909／12 冨山房

9 吉田　東伍 蝦夷島の古名 歴史地理 14－1 1909／07

10 白鳥　庫吉 粛慎考 歴史地理 17－1 1911／01 全集4

11 岡部　簾月 簾月史話 歴史地理 18－2 1911／08

12 河野　常吉 『北海道史』 第一 1918／12 北海道庁

13 鳥居　龍蔵 （蝦夷におけるツングースの遺跡） 東京帝国大学理科大学

紀要

42－1 1919／01 全集5

14 津田　左右吉 粛慎考（上）（下） 文学思想研究 2－3 1925／11

1926／06

日本上代史の研究1日本古

典の研究下1全集2

15 丸山　二郎 斉明紀における阿部臣の北進について 史学雑誌 38－11 1927／11 日本の古典籍と古代史

16 喜田　貞吉 奈良時代前後に於ける北海道の経営
（上）～（下）

歴史地理 62－4～

6

1933／10－

12
著作集9

17 喜田　貞吉 本邦古代に於ける北地との海上交通 交通文化 5 1939／01

18 菊池　山哉 序論（体質学上の日本石器時代人種1

毛人と毛人国）1渡島の秋（民俗学上

のアイヌ族1アイヌ人種の先祖1粛慎
とアイヌ人｛縄紋土器と古墳）

多麻史談 15－4・5 1947／10 蝦夷と天ノ朝の研究1蝦夷
とアイヌ

19 瀧川　政次郎 斉明朝における東北経略一特に斉明紀に見える地名について 『余市』地方史研究所編 1953／11 余市郷土史

研究会

20 田名網　宏 阿部比羅夫の渡島遠征について 日本歴史 66 1953／11

21 河野　広道 阿倍臣の「後方羊蹄」はどこか 『苫小枚地方古代史』 1954／03 続々北方文化論（河野広道
著作集皿）

22 村尾　次郎 渡島と日高見国 芸林 5－3 1954／06 律令財政史の研究 奥羽政策の物語的前史

23 坂本　太郎 日本書紀と蝦夷 『蝦夷』（古代史研究第

二集）古代史談話会編

1956／05 朝倉書店 日本古代史の基礎的研究・

上1著作集2

24 田名網　宏 古代蝦夷とアイヌ 『蝦夷』（古代史研究第

二集）古代史談話会編

1956／05 朝倉書店

黙
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25 大山　梓 渡島蝦夷 陸奥史談 25 1956／05

26 室賀　信夫 阿倍比羅夫北征考 史林 39－5 1956／09 古地図抄

27 瀧川　政次郎 斉明朝における東北経略補考 史学雑誌 67－2 1958／02

28 田名網　宏 斉明紀「渡島」再論 史学雑誌 67－11 1958／11

一滝川博士の批判に答える

29 虎尾　俊哉 瀧川政次郎氏「斉明朝における東北経 弘前大学国学研究 18 1959／08

略補考」（史学雑誌六七一二）田名網宏

氏「斉明紀『渡島』再論一瀧川博士の
批判に答える一」（同誌六七一一一）

30 高橋　富雄 蝦夷征伐 『蝦夷』日本歴史叢i書 1963／10 吉川弘文館

31 直木　孝次郎 蝦夷征討と百済救援 『日本の歴史』 2 古代国家の成立 1965／03 中央公論社

32 高橋　富雄 蝦夷（えみし） 「みちのくの世界一文 1965／08 角川書店

化史的考察一』角川新

書204

33 杉山　荘平 阿倍臣比羅夫粛慎征討考 海事史研究 8 1967／04

34 児玉作左衛門 阿倍臣比羅夫の渡島遠征に関する諸問 北方文化研究 3 1968／03 明治前日本人類学・先史学 （第1章）

題　1渡島蝦夷と陸奥蝦夷 史一アイヌ民族史の研究
（黎明期）一

35 新野　直吉 7世紀後半の西奥羽情勢 北奥古代文化 1 1968／04

36 児玉作左衛門 阿倍臣比羅夫の渡島遠征に関する諸問 北方文化研究 4 1970／03 明治前日本人類学・先史学 （第1章）

題　H阿倍臣の北進1皿阿倍臣の粛慎 史一アイヌ民族史の研究
征討 （黎明期）一

37 児玉作左衛門 古文献に現われた渡島蝦夷・蝦夷とア 『明治前日本人類学 1971／03 日本学術振

イヌ民族（斉明朝より天正まで） 史・先史学史一アイヌ 興会

民族史の研究（黎明
期）一』明治前日本科

学史刊行会編

38 杉山　荘平 渡島考 史観 83 1971／03

39 井上　光貞 阿倍比羅夫の東北経営 『日本の歴史』 3 飛鳥の朝廷 1974／01 小学館

40 浅井亨1石 シンポジゥム「北方の古代文化」 『北方の古代文化』新 1974／07 毎日新聞社

附喜三男1 野直吉1山田秀三編

大林太良｝

桜井清彦1
佐々木　昌雄

1田村すべ
子1新野　直

吉1水島義
治1山田　秀

三1鈴木武
樹目司会川
江上波夫

昧
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口 執筆者 論　文　名 掲載誌等 巻　号 特　　集 刊行年月 出　版　社 所収・再録書名 改題・改稿

41 石附　喜三男 阿倍比羅夫遠征の北限 歴史と人物 7－11 埋もれた日本古

代の謎

1977／11

42 石附　喜三男 考古学からみた“粛慎（みしはせ）、 『蝦夷』日本古代文化
の探究（大林太良編）

1979／09 社会思想社 アイヌ文化の源流

43 新野　直吉 古代史上の津軽 弘前大学国史研究 70 1980／04

44 宮崎　道生 新井白石と津軽史 弘前大学国史研究 70 1980／04

45 松原　弘宣 渡嶋津軽津司について 愛媛大学教養部紀要 13 1980／12 日本古代水上交通史の研究

46 新野　直吉 古代交易史上の日本海岸北部 『日本海地域史研究』 2 1981／02 文献出版

47 平山　久夫 渡嶋蝦夷及渡嶋文化圏 北奥古代文化 14 1983／11

48 高瀬　重雄 越の国と蝦夷および粛慎 『日本海文化の形成』

高瀬重雄文化史論集n

1984／06 名著出版

49 渡部　育子 律令制下の海上交通と出羽一古代出羽

における海上交通の意義をめぐって

『日本海地域史研究』 7 新野直吉博士還

暦記念論文集

1985／07 文献出版

50 関口　明 北海道式古墳と渡嶋蝦夷 古代文化 37－7 1985／07 蝦夷と古代国家 蝦夷問題と北海道一～

三

51 若月　義小 律令国家形成期の東北経営一その実態と性質 日本史研究 276 1985／08

52 石附　喜三男 北海道考古学からみた蝦夷（エミシ） 古代文化 38－2 古代蝦夷（エミ

シ）小特集

1986／02 アイヌ文化の源流

53 熊谷　公男 阿倍比羅夫北征記事に関する基礎的考
察

『東北古代史の研究』

高橋富雄編

1986／10 吉川弘文館

54 熊田　亮介 蝦夷と蝦秋一古代の北方問題についての覚書 『古代東北史の研究』

高橋富雄編

1986／10 吉川弘文館

55 関口　明 渡島蝦夷と毛皮交易 『日本古代中世史論考』

佐伯有清編

1987／03 吉川弘文館

56 若月　義小 古代北方史研究の課題

一東北アジア史における日本古代国家

の位置をめぐって

新しい歴史学のために 188 1987／09

57 小林　恵子 斉明朝の粛慎と渡島について 古代日本海文化 12 1988／06

58 中村　英重 渡島蝦夷の朝貢と交易 『古代の東北一歴史と

民俗一』木本好信編

1989／05 高科書店

59 森田　悌 古代東北と舟運 『古代の東北一歴史と

民俗一』木本好信編

1989／05 高科書店 日本古代交通社会史考

60 熊田　亮介 古代における「北方」について 『古代の東北一歴史と

民俗一』木本好信編

1989／05 高科書店

61 北構　保男 斉明朝における阿倍臣船師の北征と蝦

夷社会1渡嶋蝦夷について1総括

『古代蝦夷の研究』 1991／06 雄山閣出版

ま



62 小口　雅史 阿倍比羅夫北征地名考 文経論叢 27－3 1992／03 日本文化史論叢

一渡嶋を中心として

63 関口　明 阿倍比羅夫の遠征とその意義 『蝦夷と古代国家』古 1992／09 吉川弘文館

代史研究選書

64 千田　稔 行基図と北辺の発見 『エミシとは何か一古 1993／11 角川書店 風景の考古学 飛■からみた北辺

一飛鳥から粛慎への道 代東アジァと北方日
本』中西進編

65 関口　明 渡嶋蝦夷と粛慎・渤海 「日本古代の伝承と東 70 1995／03 吉川弘文館

アジア』佐伯有清先生

古稀記念会編

66 蓑島　栄紀 阿倍比羅夫の北征と東北アジア世界 『日本古代の伝承と東 1995／03 吉川弘文館

アジア』佐伯有清先生

古稀記念会編

67 若月　義小 北東アジア国際関係史における列島北 京都経済短期大学論集 3－2 1996／03

部地域の実像一7・8世紀を中心に

68 蓑島　栄紀 古代北海道における「粛慎」と「渡嶋 歴史評論 555 列島古代の民 1996／07

蝦夷」 族・国境・交通

69 樋口　知志 渡島のエミシ 『古代王権と交流』鈴 1 古代蝦夷の世界 1996／09 名著出版

木靖民編 と交流
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「渡嶋」関係史料一覧

番　号 史　料　名 年　号 年 月 閏 日 西暦 本　　　　文
1 日本書紀 斉明天皇 4 4 658 夏四月阿陪臣、（闘名。）率船師一百八十艘伐蝦夷。爵田・淳代二郡蝦夷望怖乞降。於是勒軍陳船於鰐田浦。鰐田蝦夷恩荷進而

誓日。不爲官軍故持弓矢。但奴等性食肉故持。若爲官軍以儲弓矢、鰐田浦神知　。將清白心仕官朝　。防授恩荷以小乙上。定

淳代・津輕二郡々領。遂於有間濱召聚渡嶋蝦夷等大饗而蹄。

2A、2B＊ 日本書紀 斉明天皇 6 3 660 三月。遣阿倍臣、（閥名。）率船師二百艘伐粛愼國。阿倍臣以陸奥蝦夷令乗己船到大河側。於是渡嶋蝦夷一千鹸屯聚海畔、向河

而螢。々中二人進而急叫日。粛愼船師多來將殺我等之故、願欲濟河而仕官　。阿倍臣遣船喚至雨箇蝦夷、問賊隠所與其船敷。

雨箇蝦夷便指隠所日。船廿除艘。即遣使喚而不肯來。阿倍臣乃積綜吊・兵・鐵等於海畔而令貧嗜。粛愼乃陳船師、繋羽於木、

畢而爲旗。齊樟近來停於淺慮。從一船裏出二老翁、廻行熟視所積練吊等物。便換著軍杉、各提布一端、乗船還去。俄而老翁更

來脱置換杉、井置提布、乗船而退。阿倍臣遣歎船使喚。不肯來、復於弊賂辮嶋。食頃乞和。遂不肯聴。（弊賂辮、渡嶋之別
也。）掠己柵戦。丁時能登臣馬身龍爲敵被殺。猶戦未倦之間、賊破殺己妻子。

3 日本書紀 持統天皇 10 3 12 696 賜越度嶋蝦夷伊奈理武志、與粛愼志良守叡草、錦抱袴・緋紺施・斧等。

4 扶桑略記 養老 2 8 14 718 出羽井渡嶋蝦夷八十七人來。貢馬千疋。則授位緑。

5 続日本紀 養老 4 1 23 720 遣渡嶋津輕津司從七位上諸君鞍男等六人於蘇鞠國、観其風俗。

6 続日本紀 宝亀 11 5 11 780 勅出羽國日。渡嶋蝦狭早効丹心、來朝貢献。爲日梢久。方今蹄俘作逆、侵擾邊民。宜將軍國司賜饗之日、存意慰喩焉。

7 類聚三代格 延暦 21 6 24 802 太政官符　禁断私交易秋土物事　右被右大臣宣偲。渡嶋秋等來朝之日、所貢方物、例以雑皮。而王臣諸家競買好皮、所残悪物

以擬進官。仰先下符禁制已久。而出羽國司寛縦曾不遵奉、為吏之道豊合如此。自今以後、嚴加禁断。如違此制、必鹿重科。

事縁勅語。不得重犯。延暦廿一年六月廿四（六）日　　〔cf逸史は二十六日〕

8 日本後紀 弘仁 1 10 27 810 陸奥國言。渡島秋二百飴人來着部下氣仙郡。非當國所管、令之蹄去。秋等云。時是寒節、海路難越。願候來春、欲朗本郷者。

許之。留住之間、宜給衣糧。

9 日本三代実録 貞観 17 ll 16 875 出羽國言。渡嶋荒秋反叛。水軍八十艘、殺略秋田・飽海雨郡百姓廿一人。勅牧宰討平之。

10 日本三代実録 元慶 2 9 5 878 勅符出羽國司日。得八月廿三日奏状、具知消息。初所以遣春風等登精兵者、爲赴彼國之急。而今來奏以爲、賊氣已衰、官軍思

奮。重之迎軍運根、爲煩不細。因弦論之、春風等之前却、在彼國之強弱耳。量勢施計、不得遥度。若當國之力、足以制賊者、

移告而返之、不可必迎引。且津輕渡嶋俘囚等、所請之事、以夷撃夷、古之上計。但野心難馴、動静易愛。偶生他意、後恐難制。

宜量事勢、随便進止。至干饗會秋俘、非事之意（急）者也。若弥蓋賊徒、勢賜不晩。今畢城焼亡、無庭會聚。但抜有功者、加

其賞賜、足以勧働戎士。何必大饗、更致騒動乎。且其殺獲生禽、頗知破賊。弥以勉勘、速成大功。州書頻奏、騨使屡馳。務施

平冠之策、莫以延引歳月。

11 藤原保則伝 元慶 2 878 自津軽至渡嶋、雑種夷人、前代未曾帰附者、皆尽内属。於是公復立秋田城。凡蕨塁柵楼暫、皆倍旧制。

12 日本三代実録 元慶 3 1 11 879 出羽國飛騨奏言。去年十二月十日、凶賊悔返瞳之過、致束手之請。便返進所略奪之甲廿二領言日。所取甲冑。其敷不少。任己

狂心。皆悉裁破。稻身約裁。一元全者。加之、賊類或入奥地、或所居隔遠。其遺甲冑、捜求追進。於是、正六位上行左衛門権

少尉兼権橡清原眞人令望。左馬権大允正七位下藤原朝臣滋實。右近衛將曹兼権大目從七位上茨田連貞額等進議日。今乞降之賊

二百人。所進之甲廿有鹸、賊薫多藪、官甲冑已少。野心難測。疑是矯飾。須待後進、一度計納。陸奥鎮守將軍從五位下小野朝

臣春風議日。春風自入賊地、具知逆類悔過之心。今亦蒙犯霜雪、乞降懇切。若懐疑虜、抑而不納、猶去逸就勢、非所以樂成。

正五位下守右中弁兼行権守藤原朝臣保則等商量。難令望之議、已有道理、而春風之謀、非元便宜。故殊加慰納、緩其嚴諌。亦

渡嶋夷首百三人、率種類三千人、詣秋田城。與津輕俘囚不連賊者百鹸人、同共蹄慕聖化。若不努賜、恐生怨恨。由是、遣從五

位下行権介藤原朝臣統行・從五位下行権橡文室眞人有房及令望・滋實・貞額等勢饗。

13 日本三代実録 元慶 5 8 14 881 先是、出羽國司言。去元慶元年穀稼多損、調庸不備。二年夷虜反叛、國内騒擾。義從俘囚及諸郡田夷並渡嶋秋等、或被於倣戎、

或慕化遠來。開用不動穀三千二百冊七削五斗、以充大饗。不先言上、責在國宰、至是、勅免除。

14 日本紀略 寛平 5 5 1 15 893 出羽国渡嶋秋与奥地俘囚等依欲致戦闘之奏状、仰国宰、令警固城塞、選練軍士。

＊本文を2A、分註を2Bとする。

黒



Review　of　Watarmoshima

OGucHI　Masashi

The　region　called“W吻ゴκo顕％”appears　in　the　section　of　Sb‘〃2θゴof　the∧励o〃∫乃oゐ‘．　Many

historians　have　debated　on　the　precise　loca廿on　of碗ωタゴκos〃‘〃zα，　as　it　is　the　crucial　region　for

the　formation　of　the　centralized　state　and　its　international　relation　at　that　time．

　　　Traditionally，　W孟αγ2’κo∫万勿αhad　been　identified　as　Hokkaido．　But　it　was　later　considered　to

be　the　part　of　the　mainland　according　to　the　analysis　ofワ協∬ゴoκげ苗プψ”in　the　M〃o〃s乃oゐ‘by

an　influential　historian，　TSUDA　Soukichi．

　　　Recent　archaeological　researches　reveal　that　Hokkaido　and　the　Japanese　mainland　had　more

active　interaction　than　previously　thought．　Thus，　the　traditional　theory　that苗力励might　have

been　to　Hokkaido　seems　plausible．　The　current　prevailing　view　identifies　WZα励os乃‘勉αas　Hok－

kaido．

　　　Before　the　Medieval　era，　the　northernmost　part　of　the　mainland　had　more　close　relationship

with　Hokkaido　than　the　other　parts　of　the　mainland．　The　regions　surro皿ding　the　Tsugaru

Straits，　which　are　the　northern　most　mainland　and　the　southern　part　of且okkaido，　formed　a

cultural　sphere　and　it　was　different　from　the　cultures　in　eastern　or　central　Hokkaido．　Thus，

肋1α励os万勿αmight　have　been　the　area　surrounding　the　Tsugaru　Straits．

　　　North　to碗絃夕iκos乃伽α，　there　was　an　area　called妬∫万』sθ．　It　can　be　identified　as　eastern

or　central　Hokkaido．　Various　chronicles　are　available　for　the　folklore　ofル五sん仇のθpeople，　indica－

ting　that　they　had　a　complex　and　vari皿s　cultural　interaction　with　other　groups．

　　　The　cultural　area　surrounding　the　Tsugaru　Straits　disintegrated　in　the　tenth　century　and

consequently　the　word　ofぬεαγ‘ηosゐ伽αdisappeared　in　historical　texts．　After　a　couple　of　cen－

turies，　the　cultural　interaction　between　the　northernmost　mainland　and　the　southern　Hokkaido

revived　and膓陥丘τグi〃o∫乃‘〃2αagain且ourished．
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