
蝦

夷

爵

考

板

橋

源

一
序
言

わ
が
国
の
上
代
に
お
い
て
、
東
北
辺
境
地
域
に
対
す
る
開
拓
施
策
と
し
て
蝦
夷

の
順
撫
工
作
が
推
進
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
蝦
夷
独
特
の
授
解
法
が
と
ら
れ
た

こ
と
は
喝
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
蝦
夷
雷
に
関
し
て
一
応
の
史
料

を
整
理
し
て
み
た
小
論
考
に
す
ぎ
な
い
。

二
等
級
と
相
宮
位
階

蝦
夷
の
う
ち
で
も
、
授
欝
に
あ
ず
か
り
う
る
の
は
そ
の
順
化
の
程
度
も
進
み
且

つ
わ
が
王
朝
政
治
の
開
拓
政
策
に
協
力
的
で
あ
っ
て
功
濱
の
あ
る
土
地
の
有
力
者

に
限
ら
れ
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
蝦
夷
は
従
っ
て
そ
の
生
活
様

式
な
り
生
活
態
度
に
お
い
て
も
他
の
未
熟
な
同
類
と
は
自
ら
差
別
が
生
じ
て
お
っ

た
筈
で
あ
る
。
そ
の
順
化
の
程
度
に
応
じ
て
、
中
央
政
府
は
そ
れ
ら
の
呼
び
名
を

区
別
し
て
い
た
。
順
化
の
最
も
す
す
ん
だ
も
の
を
仔
囚
，
攻
を
夷
膵
と
呼
び
、
そ

の
他
の
未
熟
懸
る
も
の
一
般
と
は
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
っ
順
化
程
度
に
重
点

を
お
い
て
言
い
あ
ら
わ
す
必
要
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
，
膵
囚
や
夷
膵
を
も
単

に
蝦
夷
と
呼
ん
だ
り
或
い
は
項
類
と
か
弔
旗
・
夷
族
叉
は
夷
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ

た
が
、
し
か
し
膵
囚
と
夷
僻
と
を
並
び
称
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
明
確
な
る
差
別

が
存
し
て
い
た
。

叉
、
そ
の
居
住
地
域
に
ょ
つ
て
区
別
し
て
呼
ぶ
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
奥
現

脊
梁
山
肱
を
中
心
に
し
て
陸
奥
柳
の
蝦
夷
に
は
英
之
い
う
文
字
を
附
し
て
東
夷
・

蛮
夷
°
夷
虜
な
ど
と
い
う
よ
う
に
呼
び
な
ら
し
、
相
羽
側
の
蝦
夷
に
は
秋
と
い
う

文
字
を
附
し
て
蝦
狭
と
か
或
い
は
単
に
秋
な
ど
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
慣
習
で
あ
っ

た
。
陸
奥
と
出
羽
と
の
蝦
夷
を
汎
称
す
る
場
合
は
、
夷
と
秋
の
文
字
を
組
合
せ
て

爽
秋
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
，
多
く
は
悖
囚
と
夷
浮
と
を
汎
称
す
る
場
合
と
同

様
で
あ
っ
て
項
類
・
蛮
夷
・
凶
夷
・
蝦
夷
な
ど
と
呼
ん
で
い
た
。
最
も
達
き
も
の

を
都
加
留
、
攻
の
も
の
を
轟
蝦
夷
、
近
き
も
の
を
熟
蝦
夷
土
呂
う
呼
び
方
も
あ
っ

た
こ
と
は
伊
書
博
徳
書
に
ょ
つ
て
知
ら
れ
る
が
註
1
、
こ
れ
は
極
く
世
俗
的
な
呼

様
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
斎
明
紀
以
後
、
正
史
に
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い

か
ら
で
あ
る
。
蝦
夷
を
征
討
す
る
将
軍
の
名
称
で
も
，
開
拓
初
期
に
お
い
て
は
陸

奥
側
の
夷
を
討
つ
場
合
に
は
杆
夷
将
軍
と
か
僅
粟
将
軍
・
鎮
東
将
軍
な
ど
と
言

い
、
出
羽
側
の
秋
を
討
つ
場
合
に
は
鎮
秋
将
軍
な
ど
と
よ
ん
で
い
た
。
夷
と
か
秋

と
か
に
か
か
わ
ら
ず
一
括
し
て
杆
夷
大
将
軍
と
か
妊
夷
将
軍
と
い
う
よ
う
に
な
っ

た
の
は
径
の
こ
と
で
あ
る
窩
2
－
。
そ
れ
で
、
蝦
夷
の
う
ち
で
も
藁
伴
に
だ
け
限
つ
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第
三
巻
（
一
九
五
こ
第
一
部
 
 
 

て
貼
っ
た
位
階
は
、
正
し
く
は
夷
辟
宙
と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
・
ト
お
い
て
 
 

ほ
旧
慣
に
従
っ
て
蝦
夷
飴
と
呼
ん
で
お
ぺ
こ
と
に
し
た
。
 
 
 

辟
囚
と
夷
膵
は
、
蝦
夷
の
順
化
程
度
に
応
じ
て
区
別
さ
れ
た
呼
び
名
で
あ
つ
た
 
 

か
ら
、
そ
の
待
遇
に
お
い
て
も
差
別
が
あ
つ
た
。
差
別
の
一
例
が
授
欝
で
あ
つ
 
 

て
、
膵
囚
に
は
一
般
と
同
様
に
官
位
令
に
ょ
る
叙
位
法
が
と
ら
れ
例
え
ば
正
何
位
 
 

上
と
か
従
何
位
下
と
か
賜
っ
た
が
、
夷
停
に
対
し
て
ほ
官
位
令
に
は
全
く
見
え
て
 
 

い
な
い
そ
し
て
夷
辟
に
だ
け
固
有
の
第
何
等
と
い
う
授
欝
法
が
と
ら
れ
た
。
続
日
 
 

本
紀
の
元
正
天
皇
蔓
亀
元
年
十
月
粂
に
陸
奥
の
蝦
夷
夢
二
等
邑
良
志
別
君
宇
蘇
摘
 
 

奈
と
あ
る
の
が
蝦
夷
欝
の
初
見
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
に
も
正
史
に
み
え
る
と
こ
ろ
 
 

を
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
 
 

第
一
義
 
 

嵯〝 桓  

盲l「  武  虫   

弘  延 
イニ   暦   

五  

j王  

月  
／‾ヽ  

八   八   ／′ヽ  ／‾ヽ       七  紀   

吾ぎ”  C）   九  元   

七；          七  ○ ） ）   

四   四  ）   

第 授一  志夷  僻夷  並 故 障  

二 外 等  授第  授第  授蘇奥 L  等 従 爾  外 一  外 一  得・夷   

伊 五 散  牡 等  従 等  第 宇 停   

泊 位 南  五 遠  五 浦1一 錠 爾   

下 揮  下 臣  i  

公   史  公 南        隠 公  
母   蘭   

賀阿】   毒し下墓  位 階  位田等米散  
類   日  
東   本  
囲   
史 l紀   

類           案  
史  芸      蝦 夷 欝 天   
第
一
表
に
ょ
れ
は
、
蝦
夷
宙
ほ
少
く
も
第
五
等
ま
で
わ
あ
つ
た
こ
と
を
知
り
う
 
 

る
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
蝦
夷
宙
は
何
等
ま
で
あ
り
、
且
つ
令
制
位
階
に
あ
て
は
 
 

め
れ
ば
ど
の
経
度
の
位
階
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
延
書
大
蔵
省
式
の
賜
 
 

蕃
客
例
証
5
が
有
力
な
辛
が
か
り
と
な
る
。
説
明
の
都
合
上
表
示
す
る
と
第
二
義
 
 

及
び
第
三
表
の
如
く
で
あ
る
。
 
 

第
 
二
 
表
 
 

∵二   

「十   

毎  等   第  第  第    五  
淳  

元  

和   正   
天  
長  曲   

（〕  元  

八．  
t  

〔〕  ／‾ヽ   ′‾ヽ     七  

ヽ．．ノ  五     ＼J   

位 利 親  
上 別 後  

公 図  
阿 夷  志 陸  【1       別．奥      君 蝦      宇 夷   
比 第  蘇 節   
叙等  奈 等   
従 都  邑   
八 和  良   

類  枚  紀   
衆  ‖   
闘  本  
史  紀   



第
一
表
に
明
ら
か
な
如
く
正
史
に
あ
ら
わ
れ
た
実
例
に
ほ
見
え
な
か
っ
た
が
、
 
 

琴
衰
に
ょ
っ
て
蝦
夷
野
に
ほ
第
六
等
も
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
ゥ
 
 
 

さ
ら
に
第
二
表
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
蝦
夷
欝
第
一
等
は
外
五
位
に
准
ず
べ
 
 

き
も
の
と
当
然
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
娃
書
式
ほ
敢
て
こ
の
こ
と
に
言
及
し
 
 

て
い
な
い
の
は
何
故
で
あ
つ
た
か
。
第
三
表
に
つ
い
て
み
て
も
、
辟
囚
外
五
位
の
 
 

賜
物
が
絹
と
綿
と
で
あ
る
点
は
、
膵
囚
外
六
位
以
下
の
賜
物
が
布
だ
け
で
あ
る
の
 
 

と
著
し
い
相
違
の
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
哀
し
て
お
る
。
こ
の
理
由
は
令
制
の
位
階
 
 

蝦
 
夷
 
停
 
考
（
秋
橋
）
 
 

／′〝〝〝停  囚 外外外外舛  

初八七六五  
位位位位位   階  

絹   
疋   

賜  

綿  
屯  

八 ⊂） 三 三に   
ケ 〝、ケ 端   

准   
〝 〝  〝 蝦   僻  

夷   
鰭  

L 箪 箪 箪 第  
五 四 三 二   

等 等 等 等  
吏  

蝦
夷
第
二
等
 
 

〝
 
第
三
等
 
 

ケ
 
第
四
等
 
 

ケ
 
第
立
寄
 
 

ケ
 
第
六
等
 
 

第
 
三
 
表
 
 

布
l
五
端
 
 

〝
一
三
ケ
 
 

〃
一
〇
〃
 
 
 

ケ
 
八
〃
 
 
 

ケ
 
八
〝
 
 

准
外
六
位
 
 

准
外
七
位
 
 

准
外
八
位
 
 

准
外
初
位
 
 

制
度
そ
の
も
の
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
や
即
ち
」
令
制
の
位
 
 

階
に
お
い
て
ほ
親
王
に
は
三
晶
以
下
四
品
ま
で
、
諸
王
諸
臣
は
正
一
位
以
下
少
初
 
 

任
下
ま
で
の
五
十
階
で
あ
る
が
、
選
叙
令
に
ょ
る
と
内
外
五
任
以
上
は
勅
授
で
あ
 
 

っ
て
、
内
八
位
外
七
位
以
上
は
秦
授
、
外
八
位
及
び
内
外
初
任
を
判
授
と
す
る
三
 
 

大
区
分
が
存
在
し
て
い
た
詫
6
。
こ
の
三
大
区
分
に
ょ
れ
ば
外
五
位
は
勅
授
で
あ
 
 

る
か
ら
、
外
六
億
以
下
の
奏
授
や
判
授
と
は
劃
然
た
る
差
別
が
あ
る
。
こ
の
点
に
 
 

お
い
て
膵
囚
と
鞋
ど
も
外
五
位
た
る
か
ら
に
は
特
別
な
待
遇
を
う
け
た
も
の
で
あ
 
 

る
。
蝦
夷
欝
第
二
等
は
外
六
位
に
准
じ
、
第
三
等
ほ
外
七
位
に
、
第
四
等
は
外
八
 
 

位
に
、
第
五
等
ほ
外
初
任
に
准
ず
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
第
一
等
は
当
然
外
五
位
に
 
 

准
ず
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
に
も
拘
ら
ず
延
書
式
が
敢
て
明
言
を
避
け
て
い
る
 
 

の
は
、
令
制
位
階
に
お
け
る
勅
授
と
奏
挨
と
の
大
き
な
階
層
を
考
慮
し
て
の
こ
と
 
 

で
あ
つ
た
。
従
っ
て
、
第
一
等
は
明
文
上
外
五
位
に
准
ず
べ
き
も
の
で
は
な
か
つ
 
 

た
が
、
外
五
位
の
直
近
下
位
に
当
る
も
の
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
 
 

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
夷
第
一
等
涌
出
臣
史
観
健
が
外
従
五
位
下
を
授
か
り
託
7
 
 

遠
胆
沢
公
隆
志
が
第
一
等
か
ら
外
従
立
位
下
に
簸
せ
ら
れ
託
8
モ
爾
散
南
公
阿
波
 
 

蘇
も
第
一
等
か
ら
外
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
実
例
諌
9
に
ょ
つ
て
明
娠
で
 
 

あ
る
。
更
に
い
う
な
ら
ば
弘
仁
六
年
の
制
に
 
 

「
摂
津
・
美
濃
・
丹
波
・
播
磨
等
国
夷
辟
、
身
帯
五
品
、
願
見
節
会
者
、
与
国
 
 

ユ
ル
セ
 
 
 

解
放
之
、
自
余
不
在
放
例
話
1
0
 
 

と
あ
る
が
、
夷
膵
の
五
品
と
い
う
の
は
辟
囚
に
し
て
外
五
位
を
滞
る
も
の
と
も
解
 
 

さ
れ
る
が
、
夷
辟
と
い
う
字
面
通
り
に
受
け
と
る
な
ら
ば
蝦
夷
欝
の
第
一
等
と
解
 
 

さ
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

一
三
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撃
二
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（
一
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空
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昇
一
部
 
 
 

延
喜
入
蔵
省
式
賜
蕃
客
例
の
条
に
み
え
る
賜
物
は
蝦
夷
爵
を
お
び
た
夷
辟
が
臨
 
 

時
に
入
朝
し
た
場
合
に
賜
・
る
べ
き
晶
量
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
 
 

ぅ
布
と
は
調
布
で
は
な
く
て
庸
布
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
回
し
く
密
書
式
 
 

の
重
税
式
蔵
物
価
法
条
に
ょ
る
と
陸
奥
国
に
お
い
て
は
、
絹
一
疋
は
直
稲
一
六
〇
 
 

束
、
純
一
屯
ほ
二
二
束
、
調
布
一
端
は
五
〇
束
、
庸
布
一
段
ほ
三
〇
束
で
あ
つ
た
 
 

か
ら
、
こ
の
こ
と
か
ら
夢
二
表
に
み
え
る
絹
と
綿
と
を
直
束
に
換
算
し
、
更
に
布
 
 

を
試
み
に
調
布
と
庸
布
と
の
直
稲
に
換
算
し
て
対
比
し
て
み
る
と
第
四
表
の
如
く
 
 

と
な
り
、
賜
物
の
布
を
調
布
と
考
え
れ
ば
外
六
位
と
外
七
位
の
方
が
外
立
位
よ
り
 
 

も
多
く
の
賜
物
を
う
け
る
勘
定
と
な
り
破
綻
が
生
じ
て
く
る
の
に
反
し
て
・
庸
布
 
 

と
考
え
る
と
外
五
位
以
下
の
賜
物
に
均
衡
が
保
た
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
 

第
 
四
 
表
 
 

第 
【蝦  

等等等等等等 
一】夷 F停   

八八岩三三三戸引責   

朋   
蓋芸芸芸蓋   

階 常  訂綿停   

】締   

八∩三五  
〝 ケ ケ   豆   布物   端   

×  ×   

停  

（⊃（⊃ 五 五 －   
0 0（〕0 0  〝 〝 〝 〝  囚 賜  

き≡  

庸  
四（⊃ 九 五 一   
O C）（⊃ ○（⊃   算   
〝 〝 〝  布   備  

延
書
大
蔵
省
式
と
ほ
別
に
、
式
部
式
上
に
諸
夷
入
朝
に
際
し
歳
を
給
す
る
規
定
 
 
 

こ
の
給
戚
ほ
、
同
じ
く
太
政
官
式
に
 
 
 

「
凡
正
月
七
日
．
十
一
月
新
著
二
箇
、
預
給
藤
伊
囚
交
名
、
別
紙
而
秦
、
匪
帯
 
 
 

五
位
、
猶
同
此
例
話
‖
 
 

と
あ
る
も
の
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
太
政
官
式
は
正
月
七
日
と
十
一
 
 

月
の
新
著
の
節
会
と
に
お
い
て
、
仔
囚
に
対
し
賜
う
節
線
を
の
べ
た
規
定
で
あ
る
 
 

が
、
第
五
表
の
式
部
式
上
の
規
定
ほ
、
か
か
る
節
会
に
お
け
る
夷
繹
に
対
す
る
節
 
 

線
を
の
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

第
五
表
に
よ
つ
て
、
蝦
夷
磨
ほ
正
に
第
山
井
等
ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
 
 

な
る
。
 
 

一
四
 
 
 

が
あ
る
。
こ
れ
を
表
示
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
 
 

第
 
五
 
表
 
 

第 第 第 第 第 第  蝦  六 五 匹l三 二  夷 欝／賜  等 等 等 等 等 等  物   

施  

′‾ヽ  

彗  
二 三 四 五 大  

綿  

ノ■ヽ  

二 四 六 八（⊃ 二  
屯         ）  

布  

′■＼  

端   ）   

二 四 六 八 「）二  



詫
1
、
日
本
書
紀
、
密
封
天
皇
五
年
僚
 
 

詫
2
、
陸
奥
例
の
蝦
夷
を
夷
、
出
初
側
の
そ
れ
を
放
と
呼
び
な
ら
す
に
い
た
つ
た
の
は
 
 
 

支
部
に
お
け
る
東
夷
西
戎
北
秋
南
壁
と
い
う
概
念
に
従
っ
て
、
わ
が
閥
の
全
土
を
 
 

も
都
を
図
の
中
心
と
見
供
し
そ
の
凹
適
を
東
西
南
北
に
比
定
し
た
こ
と
に
由
来
す
 
 

る
。
 
 

誌
3
、
第
二
等
伊
泊
公
皆
碗
汚
が
外
従
五
位
下
を
授
か
つ
た
記
事
が
賛
飽
八
牛
六
月
保
 
 

と
同
九
年
六
月
條
と
に
二
度
見
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
韓
日
本
紀
の
禿
出
で
あ
 
 
 

る
。
但
し
今
は
そ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
を
決
す
べ
き
傍
誇
を
欠
く
の
て
こ
の
 
 

表
に
お
い
て
は
繭
僚
を
掲
げ
て
お
い
た
。
 
 

託
4
、
紋
日
本
後
紀
が
第
二
等
芋
駐
米
公
河
毛
伊
を
悍
囚
と
頭
記
し
て
あ
る
の
は
、
夷
 
 
 

件
の
誤
記
で
あ
る
。
夷
停
を
停
囚
と
誤
記
す
る
に
い
た
つ
た
理
由
ほ
後
に
述
べ
て
 
 

お
い
た
通
り
で
あ
去
。
 
 

許
5
．
延
喜
式
、
新
訂
樹
揃
国
史
大
系
本
七
三
九
頁
 
 

註
6
、
定
本
令
集
解
、
四
一
三
頁
 
 

詫
7
、
日
本
後
紀
、
桓
武
夫
白
雪
 
延
暦
二
十
三
年
正
月
健
 
 

詫
8
、
類
東
園
史
、
一
九
〇
倖
因
傑
 
 

詫
9
、
同
上
、
九
九
叙
位
及
一
九
〇
倖
囚
條
 
 

詫
1
0
、
日
本
後
紀
、
嵯
峨
大
畠
、
弘
仁
六
年
正
月
僕
 
 

註
‖
、
延
書
式
、
同
上
三
三
七
頁
 
 

蝦
 
夷
 
昏
 
考
（
板
橋
）
 
 

三
 
叙
法
と
待
遇
 
 

夷
膵
に
し
て
蝦
夷
欝
に
あ
ず
か
り
え
た
も
の
は
い
ず
れ
も
王
朝
政
治
の
束
北
辺
 
 

境
開
拓
策
に
対
す
る
協
力
者
で
あ
つ
た
こ
と
ほ
当
然
で
あ
る
。
 
 
 

年
代
的
に
ほ
前
後
交
錯
す
る
が
、
第
一
義
に
み
え
る
順
序
に
従
っ
て
、
そ
の
事
 
 

浩
の
知
ら
れ
る
夷
辟
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
 
 
 

娃
暦
十
一
年
に
第
一
等
を
授
け
ら
れ
た
陸
奥
の
夷
膵
爾
散
南
公
阿
波
蘇
と
宰
漠
 
 

米
公
隠
賀
と
ほ
、
こ
の
年
の
十
一
月
に
入
朝
し
朝
堂
院
に
お
い
て
饗
応
に
お
ず
か
 
 

り
且
つ
帰
郷
に
際
し
「
今
よ
り
さ
き
も
、
い
さ
お
し
く
仕
え
奉
れ
ば
益
、
々
し
ろ
し
 
 

め
し
た
ま
わ
ん
も
の
ぞ
と
量
る
大
命
を
き
こ
し
め
さ
え
と
登
る
」
と
い
う
勅
を
う
 
 

け
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、
両
名
共
に
陸
奥
に
お
け
る
有
力
者
で
あ
り
暇
化
 
 

の
す
す
ん
だ
夷
膵
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
詫
1
。
果
し
て
こ
の
後
．
弘
仁
十
一
 
 

年
に
阿
波
蘇
ほ
第
一
等
か
ら
外
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
大
命
に
従
っ
て
 
 

同
類
の
順
撫
工
作
に
功
を
あ
げ
た
結
果
の
叙
位
で
で
あ
つ
た
に
ち
が
え
な
い
。
 
 
 

弘
仁
五
年
に
外
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
た
麓
二
等
夷
膵
遠
胆
沢
公
母
志
ほ
、
第
 
 

山
等
を
授
け
ら
れ
た
時
の
事
情
ほ
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
出
雲
の
薮
夜
藤
討
 
 

に
功
を
た
て
た
人
物
で
あ
る
。
出
雲
に
お
け
る
叛
辟
事
変
の
全
貌
ほ
正
史
に
欠
け
 
 

て
い
る
の
で
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
年
の
五
月
に
飯
辟
事
変
に
よ
り
出
 
 

雲
の
意
宇
・
出
雲
・
神
門
三
部
の
未
納
稲
一
六
万
束
を
特
免
し
て
い
る
こ
と
か
ら
 
 

推
し
て
も
相
当
な
事
変
で
あ
つ
た
詫
2
。
 
 
 

伊
清
公
督
威
呂
が
第
二
等
か
ら
破
格
の
外
従
立
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
の
は
陸
奥
 
 

鎮
守
府
将
軍
紀
広
純
に
従
っ
て
蝦
夷
征
討
に
殊
功
を
立
て
た
か
ら
で
あ
つ
た
が
、
 
 

一
五
 
 
 



岩
手
大
挙
車
重
畢
部
研
究
年
報
 

宝
韮
十
一
年
三
月
に
尊
厳
呂
ほ
急
に
類
い
て
紀
広
純
を
伊
治
城
に
殺
害
し
て
い
 
 

る
。
こ
の
時
皆
麻
呂
ほ
陸
奥
の
郡
の
大
領
で
あ
つ
た
。
夷
膵
出
身
で
あ
つ
た
も
の
 
 

が
軍
功
に
ょ
つ
て
膵
囚
と
み
と
め
ら
れ
る
に
い
た
つ
て
第
二
等
よ
り
外
従
五
位
下
 
 

に
す
す
み
、
令
制
位
階
に
叙
せ
ら
れ
て
し
か
し
て
後
、
郡
の
大
領
と
な
つ
た
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

承
和
二
年
六
月
、
第
二
等
か
ら
こ
れ
ま
た
破
格
の
外
従
丸
佐
下
に
叙
せ
ら
れ
た
 
 

†
漠
米
公
何
毛
仰
は
逆
類
に
従
が
わ
な
か
つ
た
と
い
う
た
め
で
あ
つ
た
。
こ
の
時
 
 

蝦
夷
わ
反
乱
か
陰
謀
が
あ
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
正
史
に
は
全
く
見
え
な
い
が
、
 
 

こ
こ
で
二
言
し
た
い
こ
と
は
続
日
本
後
紀
は
何
毛
伊
を
第
二
等
と
記
し
て
あ
り
な
 
 

が
ら
何
毛
伊
に
膵
囚
と
窮
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
蝦
夷
欝
を
も
つ
何
毛
伊
は
 
 

膵
囚
で
は
な
く
し
て
夷
膵
で
あ
つ
た
筈
で
、
こ
れ
は
統
日
本
後
紀
の
正
に
誤
記
か
 
 

誤
伝
で
あ
る
。
か
か
る
誤
り
が
何
故
に
生
じ
た
か
と
い
う
事
情
を
推
測
し
て
み
る
 
 

に
、
こ
の
時
何
毛
伊
と
共
に
従
八
位
下
爾
散
南
公
志
礼
初
と
い
う
辟
因
も
逆
類
に
 
 

附
和
雷
同
し
な
か
つ
た
と
い
う
理
由
で
同
し
く
外
従
五
位
下
に
昇
叙
さ
れ
て
い
る
 
 

が
、
何
毛
伊
と
志
礼
初
の
両
名
が
並
記
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
志
礼
初
に
頭
書
さ
 
 

る
べ
き
膵
囚
と
い
う
文
字
が
誤
っ
て
夷
膵
と
あ
る
べ
き
伺
毛
伊
に
頭
書
さ
れ
た
も
 
 

の
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
 
 
 

霊
亀
元
年
条
に
み
え
る
陸
奥
の
夷
膵
第
三
等
邑
良
志
別
君
宇
蘇
弼
奈
は
こ
の
時
 
 

次
の
如
く
請
願
し
て
い
る
。
親
族
が
死
亡
し
同
族
が
少
く
な
つ
た
た
め
生
き
残
っ
 
 

た
者
ほ
常
に
系
凶
徒
に
抄
略
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
不
安
な
生
活
を
し
て
い
る
。
 
 

そ
れ
で
香
河
村
に
お
い
て
郡
家
を
早
く
設
置
さ
れ
て
わ
れ
ら
を
良
民
と
な
し
、
水
く
 
 

安
堵
で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
。
 
 

一
大
 
 

天
長
十
年
に
筑
後
国
の
夷
都
和
利
別
公
阿
比
登
が
第
五
等
か
ら
従
八
位
上
に
叙
 
 

せ
ら
れ
た
の
は
、
私
稲
を
輸
し
て
難
民
救
済
の
蛮
と
t
た
功
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
 
 

っ
て
、
生
活
も
生
業
も
全
く
内
地
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
五
等
は
 
 

令
潮
位
階
の
外
初
任
に
准
ず
る
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
従
八
位
上
に
叙
せ
ら
れ
た
 
 

の
は
順
当
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
諸
例
の
如
く
、
蝦
夷
箭
の
夷
膵
が
令
潮
位
階
に
叙
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
 
 

と
は
夷
膵
か
ら
伊
囚
に
切
替
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

蝦
夷
爵
ほ
、
軍
功
に
ょ
り
叙
欝
さ
れ
ろ
場
合
に
ほ
鎮
守
将
軍
の
執
秦
に
ょ
り
 
 

詫
3
、
平
常
時
に
お
け
る
そ
れ
は
国
司
の
執
葵
に
ょ
り
中
央
政
府
か
ら
授
け
ら
れ
 
 

る
慣
行
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
卒
城
天
皇
の
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
以
後
か
ら
按
 
 

察
使
の
執
奏
処
分
に
変
更
し
た
。
か
く
執
秦
手
続
が
変
更
し
た
事
情
ほ
大
同
二
年
 
 

三
月
の
制
に
詳
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
詫
4
。
夷
膵
の
位
即
ち
蝦
夷
欝
は
必
ず
有
 
 

功
の
も
の
に
加
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
、
陸
奥
国
司
が
夷
膵
に
対
し
て
蝦
 
 

夷
欝
を
授
け
た
り
或
い
は
相
良
に
補
し
た
り
す
る
の
に
濫
授
濫
補
す
る
よ
う
に
な
 
 

り
「
そ
の
費
極
り
な
し
」
と
い
う
状
況
に
な
つ
た
の
で
、
執
奏
条
件
を
明
確
に
し
 
 

且
つ
陸
奥
と
出
羽
の
両
国
に
官
り
不
公
準
の
生
じ
な
い
よ
う
に
措
置
す
る
た
め
そ
 
 

の
折
管
を
陸
奥
探
察
使
の
権
限
に
移
管
し
、
国
司
の
執
奏
権
を
停
止
し
た
も
の
で
 
 

あ
る
。
出
羽
ほ
奈
良
朝
の
初
期
養
老
五
年
以
来
、
陸
奥
接
寮
使
の
管
下
に
入
っ
て
 
 

い
る
詫
5
。
按
察
便
の
所
管
と
す
れ
ば
．
陸
奥
と
出
羽
と
の
問
に
不
均
衡
の
生
ず
 
 

る
こ
と
〕
〆
防
止
出
来
る
外
に
両
国
の
併
務
を
監
督
励
行
せ
し
む
る
こ
と
も
可
能
と
 
 

な
る
。
但
し
∵
」
の
時
の
制
ほ
永
年
に
亘
る
慣
行
に
ょ
つ
て
押
切
ら
れ
、
な
か
な
か
 
 

英
行
さ
れ
が
た
か
つ
た
。
そ
の
た
め
貞
観
十
五
年
に
至
り
、
陸
奥
国
守
安
倍
貞
行
 
 
 



の
起
請
に
ょ
つ
て
、
夷
梓
に
位
階
を
授
け
る
た
め
更
に
厳
密
な
規
定
を
制
定
し
 
 

た
。
即
ち
、
蝦
夷
欝
有
帯
老
に
死
亡
に
ょ
る
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
有
功
者
の
樹
 
 

か
ら
選
ん
で
二
〇
人
以
†
に
限
つ
て
叙
補
す
る
こ
と
に
な
つ
た
詫
6
。
 
 
 

蝦
夷
宙
ほ
「
懐
荒
」
詫
7
の
目
的
を
も
つ
て
、
所
謂
夷
辟
懐
柔
発
と
し
て
授
け
 
 

ら
れ
た
国
家
的
栄
欝
で
あ
る
が
、
栄
雷
の
う
ら
ず
け
と
し
て
何
等
か
の
経
済
的
特
 
 

権
を
も
伴
う
て
い
た
。
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
大
同
二
年
に
夷
停
に
対
す
 
 

る
叙
欝
執
奏
権
が
従
来
の
国
司
か
ら
新
し
く
挨
察
使
に
移
管
に
な
つ
た
時
の
制
笹
 
 

蝦
夷
欝
所
帯
者
が
多
く
な
つ
た
こ
と
の
弊
害
を
の
べ
て
「
そ
の
費
極
り
な
し
」
と
 
 

い
つ
て
お
る
。
更
に
貞
観
十
五
年
の
陸
奥
固
守
安
倍
貞
行
起
請
三
事
の
う
ち
に
も
 
 

濫
授
の
結
果
藤
に
預
る
も
の
多
く
調
物
減
耗
す
る
に
至
つ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
 
 

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
ょ
つ
て
、
栄
宙
に
と
も
な
う
蔵
物
の
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
 
 

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
品
と
か
量
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
思
う
に
、
癌
と
は
 
 

令
制
の
季
祓
に
准
じ
た
も
の
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
。
六
秩
以
下
に
ほ
種
山
も
位
線
 
 

も
食
封
も
な
く
、
季
繚
を
給
さ
れ
る
の
が
令
の
規
定
で
あ
つ
た
し
、
蝦
夷
欝
の
令
 
 

制
相
当
位
階
ほ
外
五
倍
以
下
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
か
く
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
の
べ
た
准
季
線
的
な
も
の
の
外
に
、
蝦
夷
宙
有
帯
者
の
経
済
的
特
権
と
 
 

し
て
臨
時
入
朝
の
際
に
う
け
る
賜
物
及
び
准
節
線
的
な
も
の
の
あ
つ
た
こ
と
ほ
既
 
 

に
第
二
表
及
び
第
五
表
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

詫
1
、
如
集
団
史
、
∵
凡
C
倖
H
條
 
 

誌
2
、
同
上
、
八
三
免
租
税
、
八
四
免
官
物
、
一
九
〇
悍
囚
條
、
 
 

日
本
紀
略
、
弘
仁
五
年
五
月
條
 
 

蝦
 
夷
 
欝
 
考
（
板
橋
）
 
 

一
 
 

四
 
蝦
夷
爵
と
膵
囚
位
階
 
 

夷
膵
も
膵
因
も
共
に
蝦
夷
の
出
で
あ
る
の
に
、
そ
の
順
化
の
程
度
に
応
じ
た
と
 
 

ほ
い
い
な
が
ら
、
夷
辟
に
ほ
蝦
夷
宙
を
授
け
辟
因
に
ほ
令
潮
位
階
を
授
け
て
弦
に
 
 

明
確
な
一
線
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
は
如
何
な
る
事
情
に
ょ
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
。
 
 
 

そ
も
そ
も
令
制
に
お
け
る
位
階
と
ほ
「
朝
堂
に
居
る
併
を
こ
れ
を
位
と
い
う
」
 
 

の
で
あ
つ
て
朝
廷
に
お
け
る
序
列
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
位
階
は
「
臣
、
君
に
 
 

仕
え
て
息
を
尽
し
功
を
積
ん
で
然
る
後
に
得
る
」
も
の
で
あ
り
、
官
職
と
の
関
係
 
 

は
先
ず
位
階
を
「
得
て
し
か
る
後
に
官
を
受
く
」
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
誅
」
。
 
 

位
階
に
ほ
貴
賎
が
あ
り
官
職
に
は
高
下
が
あ
ろ
が
、
様
階
の
貴
賎
に
准
哀
し
て
官
 
 

職
の
高
下
に
補
任
ざ
る
べ
き
規
定
や
あ
る
。
も
つ
と
も
、
官
職
に
は
定
員
、
が
あ
り
 
 

位
階
に
は
定
員
は
な
い
が
、
位
階
は
官
職
に
補
任
さ
る
べ
き
必
須
の
前
程
条
件
を
 
 

な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
令
制
の
位
階
ほ
．
官
職
に
就
い
て
職
事
を
分
 
 

掌
す
る
に
足
る
べ
き
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
蝦
夷
に
つ
い
て
 
 

い
う
な
ら
ば
そ
の
順
化
の
緯
度
と
い
う
こ
と
が
当
然
重
く
考
え
ら
れ
て
く
る
べ
き
 
 

筈
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
蝦
夷
懐
柔
繋
せ
し
て
国
家
的
栄
審
を
授
与
す
る
場
合
に
 
 

】
七
 
 
 

詫
3
、
韓
日
本
紀
、
碗
徳
夫
曳
、
紳
謹
景
寧
冗
年
十
月
條
 
 

詫
4
、
類
糞
国
史
、
一
九
C
停
囚
條
 
 

詫
5
、
頼
日
本
紀
、
元
正
天
負
、
養
老
五
年
八
月
條
 
 

証
6
、
三
代
貨
録
、
清
和
天
象
、
貞
親
十
五
年
十
二
月
條
 
 

註
7
、
激
発
圃
史
、
一
九
〇
伴
囚
、
延
暦
十
一
年
十
一
月
嫁
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第
三
巻
（
一
九
五
一
）
藤
一
部
 
 
 

も
一
律
に
令
制
の
位
階
を
賜
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
つ
た
事
情
が
‥
奴
に
存
す
る
の
 
 

で
あ
る
。
従
っ
て
、
順
化
税
度
の
高
い
蝦
夷
で
あ
る
辟
囚
に
は
令
制
の
位
階
を
授
 
 

け
．
順
化
程
度
の
こ
れ
に
次
ぐ
夷
膵
に
対
し
て
は
蝦
夷
宙
が
授
け
ら
れ
た
も
の
で
 
 

あ
つ
て
、
蝦
夷
欝
は
官
位
令
外
の
も
の
で
あ
る
し
 
 
 

以
上
の
こ
と
を
正
史
に
つ
い
て
み
る
に
、
蝦
夷
欝
有
帯
者
に
し
て
官
職
に
就
い
 
 

た
者
ほ
稚
え
て
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
蝦
夷
欝
有
帯
者
に
し
て
官
蹴
に
就
く
 
 

た
め
に
ほ
令
制
位
階
を
先
ず
帯
し
、
し
か
る
後
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
 
 

例
え
ば
宝
亀
十
一
年
に
陸
奥
按
覿
使
で
あ
つ
た
紀
広
純
を
殺
害
し
た
の
で
史
上
に
 
 

著
名
な
伊
清
公
留
鹿
呂
は
、
既
に
前
述
し
た
如
く
「
も
と
ほ
是
れ
夷
仔
の
種
な
 
 

り
」
詫
2
と
あ
る
如
く
元
来
夷
膵
で
あ
つ
て
第
二
等
を
帯
し
て
い
た
が
、
広
締
に
 
 

従
っ
て
蝦
夷
征
討
の
功
に
ょ
り
外
従
五
位
下
勲
六
等
に
叙
せ
ら
れ
て
託
3
、
夷
膵
 
 

か
ら
辟
囚
に
切
り
換
え
ら
れ
そ
の
後
に
お
い
て
陸
奥
国
の
郡
司
大
儀
と
い
う
官
職
 
 

に
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
令
別
棟
階
を
授
か
り
え
た
伴
囚
が
 
 

官
撒
に
就
く
の
ほ
官
位
令
の
た
て
ま
い
か
ら
い
つ
て
当
然
で
あ
つ
て
、
そ
の
英
例
 
 

も
あ
る
。
「
田
夷
（
正
し
く
ほ
辟
囚
の
こ
と
で
あ
る
）
遠
田
郡
餞
外
従
七
位
上
遠
 
 

田
君
雄
人
」
や
菅
、
明
ら
か
に
雄
人
の
同
族
と
推
定
さ
れ
る
「
遠
田
都
債
外
人
 
 

位
上
勲
八
等
速
闘
公
押
入
」
託
5
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
 
 
 

蝦
夷
宙
ほ
国
家
的
栄
欝
と
し
て
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
も
と
も
と
懐
 
 

柔
先
の
一
藁
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
夷
辟
は
勿
論
の
こ
と
膵
 
 

囚
と
い
え
ど
も
永
年
の
慣
行
か
ら
屡
々
社
会
よ
り
蔑
成
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
弘
仁
 
 

五
年
に
は
「
官
司
や
百
姓
が
帰
降
夷
停
の
姓
名
を
称
せ
ず
し
て
常
に
夷
辟
と
号
 
 

す
、
既
に
皇
化
に
馴
れ
深
く
以
て
恥
と
な
す
、
宜
し
く
速
か
に
告
知
し
て
夷
膵
と
 
 

一
入
 
 
 

号
す
る
こ
と
な
か
ら
し
め
よ
。
今
よ
り
以
後
は
官
位
に
し
た
が
つ
て
赦
す
べ
し
。
 
 

若
し
官
位
な
け
れ
ば
、
即
ち
姓
名
を
称
せ
よ
」
と
勅
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
畢
㌔
 
 

伊
清
公
曹
廠
呂
が
時
の
探
察
使
を
殺
害
し
た
事
件
の
遠
因
も
、
牡
鹿
郡
大
願
遥
鴫
 
 

大
転
が
常
に
骨
巌
呂
を
凌
ぎ
侮
り
夷
膵
を
以
て
過
し
た
か
ら
で
あ
つ
た
誅
7
。
 
 

尊
厳
呂
は
夷
膵
の
種
で
ほ
あ
つ
た
が
、
軍
功
に
ょ
り
外
従
五
位
下
勲
六
等
に
叙
せ
 
 

ら
れ
て
膵
囚
と
な
り
、
且
つ
、
郡
噸
に
も
任
じ
た
人
物
で
あ
つ
た
が
、
か
か
る
昏
 
 

巌
呂
に
し
て
偽
且
つ
凌
侮
を
う
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
辟
囚
よ
り
順
化
度
 
 

の
低
い
夷
膵
に
お
い
て
ほ
い
か
に
蝦
夷
欝
を
帯
び
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
社
 
 

会
の
眼
は
冷
や
か
な
も
の
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
彼
等
同
類
に
対
す
る
自
己
満
 
 

足
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
辞
令
制
古
代
国
家
支
配
権
が
崩
壊
 
 

過
程
を
辿
る
に
つ
れ
て
消
滅
し
て
い
く
べ
き
命
運
の
も
の
で
あ
つ
た
。
 
 

託
1
、
定
本
合
集
解
、
一
貫
 
 

諌
2
、
韓
日
本
紀
、
発
仁
天
皇
、
費
怨
十
一
年
三
月
條
 
 

註
3
、
同
上
、
賓
亀
八
年
十
二
月
條
及
び
伺
九
年
六
月
保
 
 

証
4
、
同
上
、
聖
武
天
皇
、
天
平
九
年
四
月
條
 
 

詫
5
、
同
上
、
桓
武
天
皇
、
延
暦
九
年
五
月
侯
「
庚
午
（
五
日
）
、
陸
奥
国
富
、
遠
田
 
 

郡
領
外
正
八
位
上
動
八
等
速
閏
公
押
入
款
云
、
己
眈
洗
濁
俗
吏
欽
捨
化
、
志
同
内
 
 

民
、
凰
仰
撃
土
、
然
猶
未
免
田
夷
之
姓
、
永
胎
子
孫
之
恥
、
■
伏
望
一
同
民
例
、
欲
 
 

改
夷
姓
、
於
是
賜
牡
遠
田
臣
」
 
 

註
6
、
日
本
後
紀
、
嵯
峨
天
皇
、
弘
仁
五
年
十
二
月
條
 
 

許
7
、
許
2
に
同
し
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