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は

じ

め

に

従
来
、
ア
イ
ヌ
民
族

の
歴
史
と

い
う
と
、
本
州
側
か
ら
の
視
点
で
描
か
れ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
か

っ
た
。
日
本

で
の
研
究
が
中
心
な

の
で
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
し
か
し

一
つ
の
史
実
は

い
ろ
い
ろ
な
面
を
も

っ
て
い
て
、

一
方
の
側
か
ら
見
て
い
た
の
で
は
見
え
な
い

面
を
多
数
有
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
史
実
を
よ
り
立
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
視
線
を

一
方
か
ら
で
は

な
く
、

い
ろ
い
ろ
な

方
向
か
ら
眺
め
て
み
る
、
あ
る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
方
向
か
ら
光
を
当

て
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

北
海
道
、
サ

ハ
リ
ン
(樺
太
)
、
ク
リ
ル
諸
島
(千
島
列
島
)を
中
心
に
生
活
し
て
き
た
ア
イ

ヌ
民
族
の
歴
史
は
、
本
州
側
か
ら
で
は
な
く

大
陸
側
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
か
ら
見
て
い
た
の
と
は
全
く
違
う
姿
で
見
え
て
く
る
。
例
え
ば
、
私
が
専
門
と
す
る
極

東

ロ
シ
ア
や
シ
ベ
リ

ア
の
諸
民
族
の
居
住
地
か
ら
見
れ
ば
、
ア
イ
ヌ
民
族
は

「北
方
民
族
」
で
は
な
く

「南
方
民
族
」
に
な
る
。

ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
北
東
部

の

寒
冷

地
に
暮
ら
す
諸
民
族

の
中
で
は
、
ア
イ
ヌ
は
最
も
南
の
は
ず
れ
に
住
む
民
族
に
な
り
、
北
海
道
が
暖
か

い
地
域

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

実
際

、
私
が
調
査
し
て
い
る
地
域
で
は
、
毎
年
冬
に
な
る
と

マ
イ
ナ
ス
五
〇
度
以
下
に
な
る
の
が
当
た
り
前
と

い
う

よ
う
な
地
域
が
あ
る

(例
え
ば
、
サ
バ
共
和
国
で
は
首
都
ヤ
ク
ー
ツ
ク
で
す
ら
毎
年

マ
イ
ナ
ス
五
〇
度
以
下
に
な
る
)。
そ
う

い
う
と
こ
ろ
か
ら
比

べ
た
ら
、
北
海
道
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サハ リン関係地図

の
冬
は

「温
暖
」
に
な

っ
て
し
ま
う
。
現
に
、

ソ
連
時
代
の
世
界

の
気
候
図
で
は
、
も
と
も
と

モ
ス
ク
ワ
あ
た
り
が
温
帯
に
な
る
よ
う
に
設
定

し
て
あ
る
の
で
、
日
本
列
島
全
体
が
亜
熱
帯
に

区
分
さ
れ
て
い
た
。

ア
イ

ヌ
民
族
を

「南
方
民
族
」
と
し
て
眺
め

る
と

い
う
こ
と
は
日
本
に
い
る
限
り
難
し
い
が
、

そ
れ
は
日
本
や
ア
イ

ヌ
の
歴
史
を
相
対
化
し
て
、

冷
め
た
目
で
客
観
的
に
描
こ
う
と
す
る
と
き
に

は
大
切
な
姿
勢
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
多
角
的

に
見
た
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
と

い
う
こ
と
で
、

主

に
中
国
と
の
関
係
に
焦
点
を
当

て
た

い
。
も

う

一
つ
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
と

っ
て
ロ
シ
ア
人
や

ロ
シ
ア
国
家
も
重
要
な
存
在
で
、
ロ
シ
ア
か
ら

み
た
ア
イ
ヌ
も
面
白

い
テ
ー
マ
に
は
な
る
が
、

こ
こ
で
は
中
華
帝
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア

世
界
、
あ
る
い
は
北
東

ア
ジ
ア
世
界

の
歴
史
に

お
け
る
ア
イ
ヌ
民
族

の
位
置
づ
け
と

い
う

こ
と
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に
問
題
を
絞
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
に
お
け
る
通
常
の
ア
イ
ヌ
史
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
研
究
と
異
な
り

、
焦
点
を
当
て
る
の

は
中
華
世
界
に
近
か

っ
た
サ

ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
に
な
る
。
サ

ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
の
人
口
は
小
さ
い
。
『樺
太
沿
革
史

・
行
政
史
』
に
は
寛
政
二
、

(
1
)

三
年
頃
(
一
七
九
〇
～
九

一
年
頃
)
の
人
口
と
し
て
、
五
七

の
コ
タ
ン
に
約

=

○
○
人
と

い
う
数
字
を
挙
げ
て
い
る
。
時
代
が
下
る
と
人

口
も
若
干
増
え
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛
が
編
纂
し
た

『大
日
本
古
文
書

幕
末
外
国
関
係
文
書
』
所
収
の
安
政
三
年

(
一

八
五
六
)
六
月
付
の

「白
主
会
所
留
記
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
の
人
別
で
は
家
数
三
七
三
軒
、
総
人
口
二
六
九
四
人

(そ
の
内
男

一
二
九
七
人
、

(2
)

女

=
二
九
七
人
)と
さ
れ
て
い
る
。

北
海
道
の
ア
イ
ヌ
は
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
世
界
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な

い
。
地
理
的
に
現
在

の

サ
ハ
リ
ン
と
北
海
道
が
狭

い
海
峡
を
挟
ん
で
隣
り
合

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
中
国
側
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は

一
九
世
紀
後
半

の
こ
と
で
あ
る
。

一
八
世
紀
初
期
に
イ

エ
ズ

ス
会
士
の
探
検
と
測
量
を
元
に
作
成
さ
れ
た

『皇
輿
全
覧
図
』
で
も
サ

ハ
リ
ン
と
同
定
さ
れ

る

「庫
頁
島
」
の
南
に
は
海
が
広
が

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
清
代
に
は
庫
頁
島

の
南
に
日
本
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、

そ
れ
が
ど
の
程
度
の
距
離
の
所
に
あ
る
か
ま

で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

他

方
で
、
日
本
を
通
じ
て
そ
の
北
に

「
蝦
夷
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ

の
蝦
夷
が
住
む

「
蝦

夷
島

」
と

「庫
頁
島
」
と
が
狭
い
海
峡
を
隔
て
て
隣
り
合

っ
て
い
た
こ
と
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
気
づ

い
た

こ
と
を
間
接
的
な
が
ら
の
べ
て
い
る
の
は
曹
廷
木
…で
あ
る
。
彼
は
す
で
に
ロ
シ
ア
領

に
な

っ
て
い
た
ア
ム
ー
ル
川
流
域
を
光
緒
十

一
年

(
一
八
八
五
)
に
秘
密
裏
に
調
査
し
た
こ
と
で
有
名
だ
が
、
光
緒
十
三
年
に
執
筆
し
た

『東
三
省
輿
地
図
説
』
の

一
節

で

(「蝦
夷
島
説
」
)、

康
煕
年
間
(
一
六
六

一
～

一
七
二
二
)
に
し
ば
し
ば
蝦
夷
島
の
人
が
庫
葉
島

(「庫
頁
島
」
と
同
じ
)
の
人
と
も
に
三
姓
ま

で
毛
皮
貢
納
に
や

っ

て
き

て
い
た
と
い
う

エ
ピ

ソ
ー
ド
を
載
せ
て
い
る
(「前
年
游
歴
時
、
伝
聞
此
島
於
康
煕
年
間
、
屡
随
庫
葉
島
人
至
三
姓
下
松
花
江
南
岸
貢
　
、

(3
)

受
賞

烏
綾

、
今

入

日
本
」
)
。
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曹
廷
木
{の
伝
聞
情
報
は
、
北
海
道
北
端
の
宗
谷
ア
イ
ヌ
の
中
に
、
大
陸
側
に
渡
り
、
ア
ム
ー
ル
川
流
域
の
サ
ン
タ

ン
人
(ア
ム
ー
ル
川
下

流
域

の
住
民
で
、
ウ
リ
チ
の
祖
先
)
た
ち
と
と
も
に
松
花
江
と
牡
丹
江
の
合
流
地
点

に
あ

っ
た
三
姓
と

い
う
と
こ
ろ
ま

で
朝
貢
と
交
易
の
旅

を
し
た
も
の
が
い
た
と

い
う
事
実
に
基
づ

い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
最
上
徳
内
、
中
村
小
市
郎
ら
が
白
主

で
出
会

っ
た
サ
ン
タ

ン
商

人
の
通
訳
を
務
め
て
い
た
カ
リ
ヤ
シ
ン
と
い
う
人
物
は
宗
谷
出
身

の
ア
イ

ヌ
で
、
彼
は
サ
ン
タ
ン
商
人
に
随
行

し
て
三
回
ほ
ど
朝
貢

に
出

か
け
て
い
た

(「カ
リ
ヤ
シ
ン
都
合
三
度
ヲ
ム
シ
ヤ
に
行
、
壱
度
は
ス
ン
グ
タ
イ
え
行
、
其
後
イ
チ
ヨ
ホ
ツ
ト
え
新
規
役
人
詰
候
に
付
両
度
は

(4
)

此
所

に
て
済
、
高
官
は
壱
人
の
由
に
て
、
ボ
ヂ
ヨ
ン
よ
り
勤
番
の
様
に
承
り
候
よ
し
」)。
し
か
し
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
が
中
国
に
ま
で
渡
る
の
は

ま
れ
な
事
例
で
あ
り
、
中
国
側
が
彼
ら
と
接
触
す
る
機
会
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
れ
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か

っ
た

は
ず
で
あ
る
。

実

は
日
本
の
歴
史
は
中
華
帝
国
を
中
心
に
置
い
た
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
世
界
(文
献
史
学
の
中
で
構
築
さ
れ
て
い
る
世
界
で
、
実
際
の
生
活
世

界
と
は
異
な
り
、
あ
る
程
度
建
前
上
の
世
界
で
も
あ
る
)
の
中
で
は
逆
に
特
異
な
存
在
だ

っ
た
。
と

い
う

の
は
、
日
本

の
周
辺
国
家
あ
る
い
は

地
域

で
あ
る
朝
鮮
半
島
(韓
半
島
)
、
琉
球
(沖
縄
)
、
満
洲

(あ
る
い
は
東
北
地
方
)な
ど
が
、
中
国
の
主
要
な
王
朝
と
朝

貢
を
柱
と
す
る
関
係

を
結

ぶ
こ
と
で
、
東

ア
ジ
ア
の
歴
史
世
界
を
構
成
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
日
本
は

一
時
期
(大
和
朝
廷
成
立
期
と
室
町
時
代
の

一
部
)を
除

い
て
基
本
的
に
こ
の
世
界
に
直
接
は
参
入
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
関
係
を
持

っ
た
と
し
て
も
琉
球
や
朝
鮮
を
通

じ
て
間
接
的
に
関
わ

る
か
、
直
接
中
国
と
接
触
し
て
も
経
済
関
係
(貿
易
)
の
み
に
と
ど
め
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
特
異
な
歴
史
を
持

つ
日
本
と

い
う
国
家
か
ら

見
た

ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
は
、
や
は
り
東
ア
ジ
ア
の
他
の
地
域
や
民
族

の
歴
史
と
比
較
す
れ
ば
特
異
な
も

の
で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

中
国
側
あ
る
い
は
大
陸
側
か
ら
見
る
と
、
サ

ハ
リ
ン
ア
イ

ヌ
を
通
し
て
ア
イ
ヌ
を
見
る
た
め
に
、
そ
の
歴
史
も
ま
た
朝
貢
関
係
に
基
づ
く

東

ア
ジ
ア
世
界
の

一
部
だ

っ
た
よ
う
に
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は
特
に
中
国
資
料
を
元
に
し
て
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る

ア
イ

ヌ
の
位
置
づ
け
と
そ
の
歴
史
に
お
け
る
役
割
に

つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。



一

元
明
時
代

に
お
け
る
ア
イ

ヌ
の
存
在

55東 アジアの歴史世界 におけるアイヌの役割(佐 々木)

東

ア
ジ
ア
の
歴
史
世
界
と
い
う
の
は
文
献
史
学
の
世
界
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
献
に
現
れ
て
こ
な

い
こ
と
は
存
在
し
な
い
。
現

在
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
祖
先
に
当
た
る
人

々
の
存
在
は
、
日
本
を
通
じ
て
古

い
時
代
か
ら
中
国
側
に
知
ら
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
も
間
接
的
な
情
報
で
、
平
安
時
代
ま
で
の
日
本
が
伝
え
た

エ
ミ
シ
(蝦
夷
)
に
関
す
る
情
報
が
、
す
べ
て
ア
イ

ヌ
の
祖
先
に
当
た

る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
と

い
う

の
は
、

エ
ミ
シ
の
主
体
は
日
本

の
東
北
地
方
に
い
た
か
ら
で
あ
る
。
中
国
が
ア
イ
ヌ
の
祖
先
に
つ

い
て

の
直
接
的
な
情
報
を
得
る
よ
う

に
な
る
の
は

=
二
世
紀
で
あ
る
。

当

時
モ
ン
ゴ
ル
が
築

い
た
元
王
朝

(モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
中
国
に
お
け
る
王
朝
名
、
元
と
国
号
を
定
め
て
か
ら
王
朝
が
北
京
を
去
る
ま
で
の
間
は

=

一七

一
～

一
三
六
八
年
)
は
、
宿
敵
女
真

の
つ
く

っ
た
金
王
朝

(
=

一
五
～

一
二
一二
四
年
)を
滅
ぼ
し
た
後
、
女
真
た

ち
を
追

っ
て
ア
ム
ー

ル
川
を
下
り
、
そ
の
流
域
を
支
配
し
た
。
元
は
ア
ム
ー
ル
川
流
域

の
支
配
の
た
め
に
、
現
在
の
テ
ィ
ー
ル
村
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
ヌ
ル
ガ

ン
東
征
元
帥
府
な
る
名
称

の
役
所
を
置
き
、
ア
ム
ー
ル
川
流
域
や
サ

ハ
リ
ン
北
部
の
住
民
か
ら
の
朝
貢
を
促
し
た
。
そ
の
過
程
で
比
較
的

早
く
朝
貢
に
応
じ
た
ギ
レ
ミ
(吉
烈
迷
、
乞
烈
迷
等
の
字
が
当
て
ら
れ
る
)と
、
な
か
な
か
そ
れ
に
応
じ
な
か

っ
た
ク
ギ

(『元
史
』
や

『元
文

類
』
な
ど
の
史
書
で
は

「骨
鬼
」
と
表
記
さ
れ
る
)と
呼
ば
れ
る
人
々
が
サ

ハ
リ
ン
で
対
立
し
て
、
し
ば
し
ば
武
力
紛
争
を
起
こ
し
た
こ
と
か

ら
、

そ
れ
に
元
が
介
入
し
て
骨
鬼

の
方
を
服
従
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
骨
鬼
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
ア
イ
ヌ
の
祖
先

に
当
た
る
と
い
う
の

が
定

説
に
な

っ
て
い
る
(ギ
レ
ミ
は
今
日
の
ニ
ヴ
フ
の
祖
先
と
さ
れ
る
が
、
明
代
に
編
纂
さ
れ
た

『遼
東
志
』
の
記
述
を
見
る
と
、
ア
ム
ー
ル
川
下

流
域

や
沿
海
地
方
に
い
た
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
住
民
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
)
。
中
村
和
之
の
研
究
で
は
、
ク
ギ
は
北
海
道
方
面
か
ら
北

上
し
、
サ

ハ
リ
ン
に
進
出
し
て
ギ
レ
ミ
と
対
立
し
、
元
の
軍
隊
と
も
衝
突
し
た
と

い
う
。
さ
ら
に

=
二
世
紀
末
期

に
な
る
と
大
陸
側
に
ま
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(
5
)

で
乗
り
込
ん
で
く
る
場
合
も
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
ク
ギ
は
結
局

=
二
〇
二
年
ま
で
に
元
に
対
す
る
抵
抗

を
や
め
、
毛
皮
貢
納

民
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
代
か
ら
ア
イ
ヌ
に
関
す
る
情
報
が
飛
躍
的
に
増
大
す
る
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
と
き
の
ク
ギ
と
元
軍
の
衝
突
は
日
本
に
対
す
る

「元
冠
」

の
よ
う
な
大
規
模
な
戦
い
で
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う

説
も
あ
る
。
中
村
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
『元
文
類
』
で
は
宋

や
高
麗
、
日
本
な
ど
へ
の
遠
征
に
は

「征
伐
」
と

い
う
こ
と
ば
が
使
わ

れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
ク
ギ

へ
の
遠
征
に
関
し
て
は
、
「経
世
大
典
序
録

招
捕

遼
陽
骨
鬼
」
と

い
う
項
目
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
「招
捕
」
と

い
う

こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
。
中
村
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
ば
が
使
わ
れ
る
の
は
辺
境

の
異

民
族
や
国
内
の
反
乱(

6
)

で
あ

る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
元
と
し
て
は
国
家
レ
ベ
ル
の
戦
争
で
は
な
く
、
辺
境

の
小
さ
な
紛
争
程
度

の
認
識
だ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
の
ギ
レ
ミ
、
ク
ギ
に
対
す
る
支
配
は
、

=
二
六
八
年
に
元
が
南
京
か
ら
攻
め
上

っ
て
き
た
明
朝
に
破
れ

る
こ
と
に
よ

っ
て
終

了
す

る
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
こ
の
地
域
に
は
中
国
か
ら
の
支
配
は
及
ば
な
く
な
る
が
、

一
五
世
紀
初
頭
に
な
り
、
明

の
三
代
目
皇
帝
成
祖

永
楽
帝
が
再
び
ア
ム
ー
ル
川
流
域
と
サ

ハ
リ
ン
の
直
接
経
営
に
乗
り
出
す
。
明
は
元
と
同
様

に
ヌ
ル
ガ
ン
に
都
指
揮
司
と
呼
ば
れ
る
拠
点

を
置
き
、
永
寧
寺
と
呼
ば
れ
る
寺
を
建
立
し
、
多

い
と
き
に
は
三
〇
〇
〇
人
も
の
兵
を
派
遣
し
て
こ
の
地
域
を
支
配

し
た
。
そ
の
支
配
は

サ

ハ
リ
ン
中
部
の
ポ

ロ
ナ
イ
川
流
域
ま
で
及
ん
だ
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
正
統
元
年

(
一
四

三
ハ
)
に

「婆
羅
河
衛
」
な

ど
六

つ
の
衛

(明
代
に
主
に
中
国
東
北
地
方
や
ア
ム
ー
ル
川
流
域
に
設
置
さ
れ
た
支
配
拠
点
。
た
だ
し
、
実
態
は
地
元
の
有
力
者
に
朝
貢
の
義
務
と

交
易

の
権
利
を
付
与
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
)か
ら
ウ

マ
そ
の
他

の
貢
ぎ
物
を
持

っ
て
来
朝
し
た
と
い
う
記
録
が
見
ら

れ
る

(「
(前
略
)加
古

(
7
)

責

、
葛

林
、

阿

刺
山

、
寄
古

河

、
婆
羅

河

、
亦

牢

(河

)衛

六
衛

女

真

兀
的
納

等
井

、

…
…
倶

来
朝
貢

馬
及

方
物

、
賜

宴

井
賜

彩

布
等

物
有

差
」
)
。

そ

の

「婆
羅
河
衛
」
(あ
る
い
は

「羅

河
衛
」)
が
中
国
で
比
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
サ
ハ
リ
ン
の
ポ

。
ナ
イ
川
を
指
す
と

す
れ
購
)(「婆
羅
河
」

は
ア
イ
ヌ
語
の
ポ
ロ
ナ
イ
の
訳
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
)、
明
代
初
期
に
は
こ
の
地
域

の
ア
イ

ヌ
が
明
の
支
配

シ
ス
テ
ム
に
組

み
込

ま
れ

て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
婆
羅
河
衛
が
別
の
場
所
で
あ

っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
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明

の
ア
ム
ー
ル

・
サ

ハ
リ
ン
地
域

の
支
配
は
五
代
目
宣
宗
宣
徳
帝
が
死
去
す
る
宣
徳
十
年

(
一
四
三
五
)以
降
消
極
的

に
な
り
、
直
接
役

人
や
軍
人
を
派
遣
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
任
命
し
た
有
力
者
(「衛
」
の
首
長
)
の
朝
貢
を
待

つ
よ
う
な
間
接
的
な
支
配

に
な
る
。
し
か
し
、

短
期
間
に
せ
よ
中
国
の
王
朝
が
直
接
支
配
を
行

っ
て
、
そ
の
役
人
や
兵
が
ク
ギ
や
ギ
レ
ミ
に
直
に
接
触
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
に
関
す
る
詳

し
い
情
報
が
中
国
に
伝
わ

っ
た
。
元
代
の
中
国
東
北
地
方
の
地
誌
で
あ
る

『開
原
新
志
』
や

一
六
世
紀
前
半
ぐ
ら
い
に
編
集
さ
れ
た

『遼

東
志
』
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
時
代
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
程
の
詳
し
い
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

ア
イ

ヌ
の
祖
先
と

い

わ
れ
る

「苦
兀
」
(「骨
鬼
」
と
同
様
に
ク
ギ
ま
た
は
ク
イ
の
当
て
字
)
に
つ
い
て
、
『遼
東
志
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。

苦
兀
は
奴
児
干

の
東
の
海
に
い
る
。
身
体
に
毛
が
多

い
。
頭
に
熊
皮
を
帯
び
、
身

に
は
花
布
を
着
る
。
木
の
弓
を
持
ち
、
矢

の
長
さ

は

一
尺
あ
ま
り
、
鎌
に
毒
を
塗

っ
て
い
て
、
中
れ
ば
必
ず
死
ぬ
。
ナ
イ

フ
、
刃
物
は
堅
く
、
鋭

い
。
父
母
が
死

ぬ
と
そ
の
内
蔵
を
取

り
去
り
、
そ
の
遺
体
を
日
に
さ
ら
し
て
乾
燥
さ
せ
る
。
家
に
出
入
り
す
る
時
そ
れ
を
背
に
し
、
食
事

の
時
に
は

必
ず
祭
る
の
で
、
家

の
中
で
は
死
者
に
向
か
い
合
う
こ
と
は
な
い
。
三
年
た

つ
と
そ
れ
を
埋
葬
す
る
。

(「苦
兀
在
奴
見
干
海
東
、
身
多
毛
、
頭
帯
熊
皮
、
身
衣
花
布
、
持
木
弓
、
矢
尺
余
、
塗
毒
於
鐵
、
中
必
死
、
器
械
堅
利
、
父
母
死
、
創
去
腸
胃
、

(
9
)

屍
体
曝
乾
、
出
入
負
之
、
飲
食
必
祭
、
居
処
不
敢
対
、
約
至
三
年
、
然
後
棄
之
」)

こ

の
記
述
の
中
に
は
、
「花
布
」
(布
製
の
模
様
の
入
っ
た
衣
服
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
布
で
は
な
く
、
ア
ッ
ト
ゥ
シ
の
よ
う
に
樹
皮
の
繊
維

を
織
り
、
そ
こ
に
切
り
伏
せ
紋
様
を
施
し
た
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
)を
着
る
こ
と
、
木
製

の
弓
と
鍛
に
毒
を
塗

っ
た
矢

で
狩
猟
を
す
る
こ
と

な
ど
、
後
の
ア
イ
ヌ
の
習
俗
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
死
者
の
埋
葬
に
つ
い
て
、
後

の
サ

ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
の
習

俗
に
だ
け
見
ら
れ
た
ミ
イ
ラ
を
祀
る
習
俗
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
近
年
、
中
村
和
之
が
元
明
時
代
の
苦
兀
の
毛
皮
交
易
を
伝
え

る
珍
し
い
記
録
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
オ

コ
ジ
ョ
(銀
鼠
)
の
交

易
に
関
す
る
記
述
で
、
『析
津
志
』
と
呼
ば
れ
る
記
録
に
、
女
真
が
海
岸
地
帯
で
苦
兀
と
沈
黙
交
易
を
行

っ
て
オ

コ
ジ
ョ
の
毛
皮
を
手
に
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(
10
)

入
れ
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

一
三
世
紀
か
ら

一
五
世
紀
の
ア
イ
ヌ
の
祖
先
は
、
毛
皮
を

ヌ
ル
ガ

ン
の
役
所
に
貢
物
と

し
て
納
め
る
と
と
も
に
、
オ
コ
ジ

ョ
な
ど
の
高
級
毛
皮

の

一
部
を
女
真
た
ち
に
売

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
中
国
を
中
心
と

す
る
毛
皮
朝
貢
シ
ス
テ
ム
や
毛
皮
交
易
に
参
入
し
た
こ
と
は
、
後
の
清
の
時
代
に
隆
盛
す
る
サ
ン
タ
ン
交
易
に
ア
イ

ヌ
が
非
常
に
深
く
関

わ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。

二

清
の
時
代

に
お
け
る
ア
イ

ヌ
の
存
在

ア
イ
ヌ
と
中
国
の
王
朝
と
の
直
接
の
接
触
は

一
五
世
紀
初
頭
以
降
衰
退
す
る
が
、
女
真
と

の
オ
コ
ジ

ョ
交
易
に
現

れ
る
よ
う
に
、
民
間

レ
ベ
ル
の
交
易
は
連
綿
と
続

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら

一
六
世
紀
の
ア
イ
ヌ
と
中
国
側
と
の
交
易
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
資
料

が
な

い
。

一
六
世
紀
以
前
の
状
況
を
表
し
た

『遼
東
志
』
や
そ
れ
以
前

の
状
況
と
思
わ
れ
る

『析
津
志
』
の
次
に
ア
イ

ヌ
と
中
国
と

の
直

接

の
接
触
を
物
語
る
の
は

『清
実
録
』
の

「
聖
祖
実
録
」
康
煕
二
十
九
年
の
記
述
で
あ
る
。
康
煕
二
十
九
年
は
西
暦

一
六
九

〇
年
に
あ
た

り
、

ロ
シ
ア
と
清
が
ア
ム
ー
ル
川
流
域
を
め
ぐ
る
紛
争
を
収
め
る
た
め
に
締
結
し
た
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
の
翌
年
で
あ
る
。
こ
の
年
、
清

は
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
に
兵
を
派
遣
し
て
領
土
と
し
て
確
定
し
た
地
域
を
巡
検
し
、
そ
の
土
地
や
サ
ハ
リ
ン
方
面
か
ら
来
た
と
思
わ
れ
る

住
民
か
ら
の
朝
貢
を
受
け
た
。
そ
の
中
に
ニ
ヴ

フ
の
祖
先
で
あ
る
フ
ィ
ヤ
カ
や
エ
ヴ

ェ
ン
キ
、
ナ
ー
ナ
イ
の
祖
先
で
あ
る
キ
レ
ル
と
と
も

に
、
ク
イ

ェ
(漢
文
で
は
庫
頁
あ
る
い
は
庫
葉
と
表
記
さ
れ
る
)も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
ク
イ

ェ
が
サ

ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ

の
祖
先
で
あ
る
と

い

わ
れ
る
。
そ
の
名
称
は
元
時
代
の
ク
ギ
(骨
蒐
)、
明
時
代
の
ク
イ
(苦
兀
)以
来

の
も
の
を
継
承
し
て
い
る
。

し
か
し
、

一
五
世
紀
半
ば
に
消
息
が
途
絶
え
、

一
七
世
紀
末
に
再
び
実
録

に
登
場
す
る
ま
で
、
サ
ハ
リ
ン
の
ア
イ

ヌ
が
大
陸
側
と
全
く

連
絡
を
絶

っ
て
い
た
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
中
国
側
の
史
料
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
日
本
側
の
史
料
で
そ
れ
を
間
接
的
に
確
認
す
る
こ
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と
は

で
き
る
。
例
え
ば
、
松
前
広
長
が
著
し
た

『福
山
秘
府
』
に
よ
れ
ば
、
松
前
藩
史
の
根
本
史
料

で
あ
る

『新
羅
記
』
に
、
文
禄
二
年

(
一
五
九
三
)
に
松
前

(蠣
崎
)慶
広
が
、
豊
臣
秀
吉

の
朝
鮮
出
兵
の
た
め
の
前
線
基
地
の
あ

っ
た
肥
前
名
護
屋
城
で
秀
吉
に
謁
見
し
た
後
、

徳
川
家
康
に
も
会

い
、
請
わ
れ
て
着
用
し
て
い
た

「唐
衣
」
を
献
上
し
た
と

い
う
記
録
が
あ
る
と
い
う
(「又
按
新
羅
記
、
是
月
七
日
、
永
泉

公
(松
前
慶
広
を
指
す
1
筆
者
)
拝
謁

神
祖
(徳
川
家
康
を
指
す
1
筆
者
)。
子
時

永
泉
公
著
唐
衣
(道
服
-
原
注
)。
神
祖
称
美
之
甚
。
因

永
泉

(
11
)

公
呈
上
之
云
々
」)。
こ
の
唐
衣
が
後
に

「蝦
夷
錦
」
あ
る
い
は

「
サ
ン
タ
ン
チ
ミ
プ
」
と
呼
ば
れ
る
サ

ハ
リ
ン
経
由

で
伝
来
し
た
絹
織
物

だ

っ
た
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
慶
広
は
北
海
道
あ
る
い
は
サ
ハ
リ
ン
の
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
で
そ
れ
を
手

に
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、

一
六
世
紀
末
の
段
階
で
も
ア
イ

ヌ
は
大
陸
と
交
易
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
接
触
を
行

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

そ

の
後
、

一
七
世
紀
初
頭
に
は
イ

エ
ズ

ス
会
士
が
松
前
を
訪
れ
た
際
、
松
前
藩
が
中
国
渡
り
の
絹
織
物
を
買
い
入
れ
る
と
い
う
情
報
を

得
て

い
る
が
、
サ

ハ
リ
ン
の
ア
イ

ヌ
が
大
陸
側
に
毛
皮
を
売

っ
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
決
定
的
な
証
拠
は
オ
ラ
ン
ダ

の
フ
リ
ー
ス
艦
隊
の

記
録

で
あ
る
。

一
六
四
三
年
に
フ
リ
ー
ス
船
長
が
率

い
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
二
隻
の
船
が
本
州
、
北
海
道

の
東
岸
を
北
上
し
て
、

ク
ナ
シ
リ
と

エ
ト
ロ
フ
の
間
の
海
峡
を
抜
け
て
サ
ハ
リ
ン
に
向
か
い
、
ア
ニ
ワ
湾
と
タ
ラ
イ
カ
湾
で
調
査
を
行

っ
て
、
エ
ト
ロ
フ
と
ウ
ル

ッ
プ

の
間
の
海
峡
を
抜
け
て
南
下
す
る
と

い
う
探
検
航
海
を
行

っ
た
。
そ
の
時
、
フ
リ
ー
ス
船
長
た
ち
は
タ
ラ
イ
カ
湾
に
上
陸
し
、
そ
こ

に
い
た
ア
イ
ヌ
(タ
ラ
イ
カ
の
ア
イ
ヌ
)
の
家
に
立
ち
寄
り
、
そ
こ
で
良
質

の
毛
皮
を
詰
め
た
箱
を

い
く

つ
も
目
撃
し

て
い
る
。
そ
れ
ら
は

大
陸

に
持

っ
て
い
く
べ
き
も

の
で
、
ア
イ
ヌ
は
そ
れ
を

フ
リ
ー
ス
た
ち
に
売
ろ
う
と
せ
ず
、
た
だ
、
オ

ッ
ト
セ
イ
と

ク
マ
の
毛
皮
は
交
易

(
12
)

し
て
も
よ
い
と
答
え
た
と
い
う
。

一
六
四
三
年
と
は
、
ロ
シ
ア
と
清
の
ア
ム
ー
ル
の
領
有
を
め
ぐ
る
武
力
衝
突
の
発
端
と
な

っ
た
ロ
シ
ア
コ
サ
ッ
ク
の
V

・
ポ
ヤ
ル
コ
フ

の
ア
ム
ー
ル
探
検
が
成
功
し
た
年
で
あ
り
、
ま
た
清
で
は
二
代
目
太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
死
去
し
、
三
代
目
世
祖
順
治
帝
が
幼
く
し
て
即
位

し
た
年

で
も
あ
る
。
そ
し
て
翌
四
四
年
に
は
明
が
滅
亡
し
、
清
が
北
京
に
入
城
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
サ
ハ
リ
ン
は
ま
だ
ロ
シ
ア
の
支
配
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に
も
清

の
支
配
に
も
入

っ
て
い
な
か

っ
た
は
ず
だ
が
、
タ
ラ
イ
カ
の
ア
イ
ヌ
た
ち
は
大
量

の
毛
皮
を
大
陸
側
に
持

っ
て
い
っ
て
交
易
を
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

フ
リ
ー
ス
が
タ
ラ
イ
カ
の
ア
イ
ヌ
と
出
会

っ
た
の
は
偶
然
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
明
と
清

の
サ
ハ
リ
ン
経
営
上
タ
ラ
イ
カ
の
ア
イ
ヌ

は
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
前
述

の
よ
う

に
、
明
の
時
代

「婆
羅
河
」
が
サ

ハ
リ
ン
の
ポ
ロ
ナ
イ
川
を
指
す
と
す
れ
ば
、

こ
の
川
が
流
れ
込
む
タ
ラ
イ
カ
湾
(チ
ェ
ル
ペ
ニ
ア
湾
)周
辺
の
ア
イ

ヌ
は
す

で
に
明
代
に
は
中
国
側
か
ら
毛
皮
貢
納

民
と
さ
れ
、
毛
皮
交

易
に
従
事
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
ま
た
時
代
は
下
る
が
、

一
八
世
紀
中
期
に
確
立
さ
れ
た
清
の
ア
ム
ー
ル
川
流
域
と
サ

ハ
リ
ン
の
支
配

体
制

で
は
、
タ
ラ
イ
カ
に
い
た
と
さ
れ
る
ト
ー

・
バ
ラ
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
ア
イ
ヌ
の
毛
皮
貢
納
民
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
た
。
も
し
か
す
る
と
、
フ
リ
ー
ス
が
出
会

っ
た
タ
ラ
イ
カ
湾
の
ア
イ
ヌ
の
有
力
者
は
、
こ
の
ト
i

・
バ
ラ
の
首
長

の
祖
先
だ

っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

清

の
サ

ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
支
配
体
制
は
、

一
六
九
〇
年
の
ク
イ

ェ
の
入
貢
に
始
ま
り
、

一
七
三
〇
年
代
に
は
確
立
し
て
い
た
と

考
、尺
ら
れ
る
。
清
の
宮
廷
の
重
臣
だ

っ
た
大
学
士
傅
恒
の
上
奏
文
に
よ
る
亡
、
雍
正
十
年
(
一
七
三
二
)
に

「海
島
上
特
門
赫
図
舎
等
処
」

に
い
た
ク
イ

ェ

・
フ
ィ
ヤ
カ
ら
、
い
い
か
え
れ
ば
サ

ハ
リ
ン
の
ニ
ヴ
フ
や
ア
イ
ヌ
の
祖
先
た
ち

一
四
六
戸
を
毛
皮
貢
納
民
と
し
て
組
み
込

(
13
)

み

、

さ
ら

に

雍

正

十

二

年

か

ら

乾

隆

二
年

(
一
七
三

七
)
の

間

に

二
戸

増

や

し

て

、

計

一
四

八

戸

と

し

た

と

い
う

。

そ

し

て

こ

の

一
四

八

戸

の
中

に

サ

ハ
リ

ン
西

海

岸

の
代

表

的

な

ア
イ

ヌ

の

コ
タ

ン

で

あ

る

ナ

ヨ

ロ
(
清
側

の
文

書

で
は
ヤ

ダ

ン
)
、

東

海

岸

の

タ

ラ

イ

カ

(同

じ
く

ダ

リ

カ
)
、

コ
タ

ン

ケ

シ

(同

じ

く

ク
タ

ン
ギ

)
の
各

コ

タ

ン

の
人

々

が

登

録

さ

れ

て

い
た

。

ア

イ

ヌ

に

は

満

洲

や

ナ

ー

ナ

イ

の

よ

う

な

ツ

ン

グ

ー

ス
系

の
人

々

に

見

ら

れ

る

父

系

の
社

会

組

織

バ

ラ

(氏

族

)
は

存

在

し

な

か

っ
た

は

ず

だ

が

、

一
応

文

書

の
上

で

は

ナ

ヨ

ロ
が

ヤ

ダ

ン

.
バ
ラ

(
二
六

戸

)
、

タ

ラ

イ

カ

が

ト

ー

・
バ
ラ

(
一
九

戸
)
、

そ

し

て

同

じ

く

東

海

岸

の

コ

タ

ン
ケ

シ

が

シ

ュ
ル

ン

グ

ル

・
バ
ラ

(三

八

戸
)
と

し

て

登

録

さ

れ

た

(
こ
の
三

つ
の

バ
ラ

の
他

に
、

ク
イ

ェ

・
バ
ラ

一
七
戸

が
登

録

さ

れ

て

い
る

が
、

そ

こ
に

で
て
く

る
集
落

名

が

い
ず

れ
も
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ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
た
め
、
サ
ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
だ
っ
た
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
い
)。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
た
め
か
、

『皇

清
職
貢
図
』
巻
三
の

「庫
葉
」
の
項
目
で
は
そ
の
冒
頭
で
、
庫
葉
は
東
海
の
島

の
雅
丹
達
里
堪

の
地
に
住
ん
で

い
る

(「庫
葉
居
東
海

(
14
)

島

之
雅

丹

達
里

堪
等

処

)
、

と

記

さ

れ

て

い
る

。

雅

丹

(ヤ
ダ

ン
)
が

ナ

ヨ

ロ
を

、

達

里

堪

(ダ

リ

カ
)
が

タ

ラ
イ

カ
を

指

し

て

い

る

と

い
わ

れ

る
。清

朝

の
東

北

方

面

の
社

会

制

度

で

は

、

バ

ラ

に
は

そ

の
長

で
あ

る

バ
ラ

・
イ

・
ダ

(
氏
族

バ
ラ

の
長

で
、

毛
皮

貢
納

民

の
最

高

位
)
、

バ
ラ

に

属

す

村

の
長

で

あ

る
ガ

シ

ャ

ン

・
ダ

が

い
る

の

が
普

通

だ

が

、

毛

皮

貢

納

民

の
場

合

に

は

さ

ら

に

そ

の

下

に

バ
ラ

・
イ

・
ダ

や

ガ

シ

ャ

ン

・
ダ

の
子

弟

が

任

命

さ

れ

る

デ

オ

テ

・
ジ

ュ
セ
と

無

役

の
毛

皮

貢

納

民

で
あ

る

バ

イ

・
ニ
ヤ

ル

マ
の

四

つ
の

地

位

に

分

か

れ

て

い
た

。

バ
ラ
と

い
う

組

織

を

持

た

な

い

ア

イ

ヌ
社

会

に

は

、

本

来

そ

の

よ
う

な

制

度

も

な

か

っ
た

は

ず

だ

が

、
毛

皮

貢

納

民

に
は

住

民

の
力

関

係

に
応

じ

て

こ

の
よ

う

な

地

位

が

与

え

ら

れ

た

。

そ

の
結

果

、

ヤ

ダ

ン

・
バ

ラ

に

は

バ

ラ

・
イ

・
ダ

一
人

、

ガ

シ

ャ

ン

・
ダ

四

人

、

デ

オ

テ

・
ジ

ュ
セ

一
人

、

バ

イ

・
ニ
ヤ

ル

マ
ニ

0

人

、

シ

ュ
ル

ン

グ

ル

・
バ
ラ

に

は

バ

ラ

・
イ

・
ダ

一
人

、

ガ

シ

ャ

ン

・
ダ

ニ

人

、

バ

イ

・
二

(
15
)

ヤ

ル

マ
三

五

人

、

ト

ー

・
バ
ラ

に

は

バ
ラ

・
イ

・
ダ

一
人

、

ガ

シ

ャ

ン

・
ダ

一
人

、

バ
イ

・
ニ
ヤ

ル

マ

一
七

人

が

登

録

さ

れ

て

い
た

。

た
だ

、

サ

ハ
リ

ン
南

部

の
毛

皮

貢

納

民

は

三

つ

の

バ
ラ

の

首

長

が

い
た

ナ

ヨ

ロ
、

コ
タ

ン

ケ

シ

、

タ

ラ
イ

カ

の
各

コ
タ

ン
だ

け

に

集

ま

っ
て

い
た

わ

け

で

は

な

い
。

恐

ら

く

周

辺

の
他

の

コ
タ

ン
も

含

ま

れ

て

い
た

。

そ

れ

は

間

宮

林

蔵

の
調

査

で
確

認

で
き

る

。

例

え

ば

『
北

夷

分

界

余

話

』

「
付

録

」

に

よ

れ

ば

、

林

蔵

が

調

査

し

た

文

化

五

、
六

年

(
一
八

〇
八

、
〇
九

)
当

時

、

バ
ラ

・
イ

・
ダ

(林

蔵

は

「
ハ
ラ

タ
」

と

い
う

)
は

ナ

ヨ

ロ

の
ヤ

エ

ン

ク

ル

ア

イ

ノ

一
人

だ

け

だ

っ
た

が

、

ガ

シ

ャ

ン

・
ダ

(同
じ

く

カ

ー
シ

ン
タ
)
に

は

ナ

ヨ

ロ

の

シ

ロ
ト

マ

ア

イ

ノ

(
ヤ

エ
ン
ク

ル
ア
イ

ノ

の
後

継
者

)
、

ラ

イ

チ

シ

カ

の

モ

ニ
シ

ュ
ー

コ
テ

、

ウ

シ

ョ

ロ
の

セ

ン
バ

ク

ル
、

同

コ
タ

ン

の
イ

コ

ン

ラ

ン
ゲ

、

東

(
16
)

海

岸

ナ

イ

ブ

ツ

の

リ
イ

レ

ル

ア
イ

ノ

、

シ

ョ

ユ

ン

コ
タ

ン

の

ニ
シ

カ

ニ
、

そ

し

て

フ

ヌ

ツ
プ

の

シ

カ

リ

カ

ト

の
七

人

が

い

た

。

恐

ら

く

、

ナ

ヨ

ロ
、

ラ
イ

チ

シ

カ

、

ウ

シ

ョ

ロ

の

四

人

が

ヤ

ダ

ン

・
バ
ラ

の

四

人

の
ガ

シ

ャ

ン

・
ダ

に

当

た

り

、

東

海

岸

の

三

人

が

シ

ュ
ル

ン

グ
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ル

・
バ
ラ
と
ト
ー

・
バ
ラ
に
い
た
三
人
の
ガ
シ
ャ
ン

・
ダ
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
。
後
述
の
よ
う
に
、
タ
ラ
イ
ヵ
の
ト
ー

・
バ
ラ
と
コ
タ

ン
ケ
シ
の
シ

ュ
ル
ン
グ
ル

・
バ
ラ
の

バ
ラ

・
イ

・
ダ
の
家
系
は
衰
退
し
て
、
林
蔵
が
調
査
し
た
当
時
は

い
な
く
な

っ
て
い
た
。
ガ
シ
ャ

ン

・
ダ
が
い
た

コ
タ
ン
の
位
置
関
係
を
見
る
と
、
魚
の
尾
の
よ
う
な
南
部
の
二
つ
の
半
島
部
分
を
除
く
サ
ハ
リ
ン
の
大
部
分
が
清
朝

の
支

配
下

に
入

っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
清
は
康
煕
二
十
九
年
か
ら
乾
隆
十
五
年
ま
で
の
間
、
ア
ム
ー
ル
川
流
域
か
ら
サ

ハ
リ
ン
に
し
ば
し
ば
役
人
を
派
遣
し
て
毛

皮
貢
納
民

の
増
強
に
努
め
、
結
局
乾
隆
十
五
年

の
時
点
で
ナ
ー
ナ
イ
や
ウ
リ
チ
、
オ
ロ
チ
、
ウ
デ

へ
、
ネ
ギ
ダ
ー
ル
、

エ
ヴ

ェ
ン
キ
、
ニ

ヴ
フ
、
ア
イ
ヌ
な
ど
現
在

の
ロ
シ
ア
極
東

の
先
住
諸
民
族
の
祖
先
に
当
た
る
人

々
を
毛
皮
貢
納
民
に
組
織
し
、
そ
の
数
は
二
一二
九
八
戸
に

達
し
た
。
清
朝

の
毛
皮
貢
納
体
制
で
は

一
戸
に
つ
き
毎
年

一
枚
の
最
高
品
質
の
ク
ロ
テ
ン
の
毛
皮
を
貢
納
す
る
こ
と

に
な

っ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
清
朝
は
こ
の
地
域
か
ら
の
毛
皮
貢
納
だ
け
で
毎
年
二
三
九
八
枚
の
ク
ロ
テ
ン
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な

っ
た
。

清

の
毛
皮
貢
納
体
制
は
住
民
か
ら
毛
皮
を
集
め
る
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
周
知

の
ご
と
く
、
中
華
帝
国
の
朝
貢
制
度
で
は
、
中
華
文
明

の
偉

大
さ
を
見
せ
つ
け
る
た
め
に
、
朝
貢
に
応
じ
た
も
の
に
は
貢
納
品
を
は
る
か
に
上
回
る
質
と
量
の
品
物
を
恩
賞

と
し
て
下
賜
す
る
こ

と
に
な

っ
て
い
た
。
清
の
時
代
、
そ
の
よ
う
な
恩
賞
は
満
洲
語
で
ウ
リ
ン
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
れ
は
主
に
高
級
綿
織
物
か
ら
な

っ
て
お
り
、

バ
ラ

・
イ

・
ダ
、
ガ
シ
ャ
ン

・
ダ
、
デ
オ
テ

・
ジ

ュ
セ
な
ど
の
位
に
あ
る
も
の
に
は
、
綿
織
物

の
他
に
絹
織
物
や
そ
れ
で
で
き
た
上
衣
が

支
給

さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、

バ
ラ

・
イ

・
ダ
に
は
竜
文
が
施
さ
れ
た
上
衣
(満
洲
の
役
人
に
支
給
さ
れ
た

一
種
の
制
服
)あ
る
い
は
そ
の
材
料

と
な

る
布
地
が
支
給
さ
れ
、
そ
れ
は
毛
皮
貢
納
民
の
社
会
に
お
け
る
ス
テ
イ
タ
ス

・
シ
ン
ボ
ル
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
ア
ム
ー
ル
や
サ

ハ
リ

ン
だ

け
で
な
く
、
交
易
を
通
じ
て
日
本
に
も
も
た
ら
さ
れ
、
そ
こ
で
も
非
常
に
高
価
な
も

の
と
し
て
も

て
は
や
さ
れ

た
。

い
わ
ゆ
る
竜
形

の

「
蝦
夷
錦
」
で
あ
る
。

毛
皮
貢
納
民
と
さ
れ
た
サ

ハ
リ
ン
の
三

つ
の
バ
ラ
に
登
録
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
た
ち
に
も
当
然
毎
年
ク
ロ
テ
ン
の
毛
皮
を
納
め
る
義
務
と
恩
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賞
を
受
け
取
る
権
利
が
与
え
ら
れ
た
。
三
姓
副
都
統
衙
門
の
棺
案
(三
姓
は
牡
丹
江
と
松
花
江
の
合
流
点
に
康
煕
五
士

二
年
に
建
設
さ
れ
た
清

の
ア
ム
ー
ル
川
、
サ
ハ
リ
ン
支
配
の
拠
点
で
、
満
洲
語
で
は
イ
ラ
ン
・
バ
ラ
と
い
う
。
雍
正
十
年
〈
一
七
三
二
〉に
東
北
地
方
北
東
部
を
統
括
す
る
吉

林
将
軍
の
副
官
に
当
た
る
副
都
統
が
任
命
さ
れ
て
常
駐
す
る
よ
う
に
な
り
、
サ
ハ
リ
ン
か
ら
の
朝
貢
と
恩
賞
の
配
布
を
担
当
し
た
。
乾
隆
四
十
五
年

〈
一
七
八
〇
〉か
ら
は
ア
ム
ー
ル
川
流
域
や
沿
海
地
方
方
面
か
ら
の
朝
貢
の
業
務
も
統
括
す
る
よ
う
に
な
り
、
清
朝
の
ア
ム
ー
ル

・
サ
ハ
リ
ン
支
配
の

一
大
拠
点
と
さ
れ
た
。
「棺
案
」
と
は
役
所
の
行
政
文
書
の
こ
と
で
あ
る
)
に
よ
れ
ば
、
三

つ
の
バ
ラ
で
八
三
戸
が
登
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

原
則
的
に
は
サ
ハ
リ
ン
の
ア
イ
ヌ
は
毎
年
八
三
枚
の
ク
ロ
テ
ン
を
清
に
納
め
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
ら

に
は
バ
ラ

・
イ

・
ダ

が
三
人
(各
バ
ラ
に

一
人
)、
ガ
シ
ャ
ン

・
ダ
が
七
人
(ヤ
ダ
ン
・
バ
ラ
に
四
人
、
ト
ー

・
バ
ラ
に

一
人
、
シ
ュ
ル
ン
グ
ル

・
バ
ラ
に
二
人
)、
デ
オ

テ

・
ジ

ュ
セ
が

一
人

い
た
こ
と
か
ら
、
竜
文
の
絹
織
物
を
三
本
、
竜
文
以
外
の
絹
織
物
を
八
本
、
そ
れ
に
綿
織
物
が
戸
数
分
の
八
三
、
さ

ら
に

「付
帯
給
付
」
と
さ
れ
る
小
物
類
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
現
実
に
は
登
録
さ
れ
た
書
類
通
り
に
毛
皮
が
納
付
さ
れ
恩
賞
が
支
払
わ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば

、
コ
タ
ン
ケ
シ
村
の

シ
ュ
ル
ン
グ
ル

・
バ
ラ
は
毛
皮
貢
納
に
消
極
的
だ

っ
た
。
と

い
う
の
は
、
乾
隆
七
年
に
、
こ
の
バ
ラ
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
に
交
易
か
毛
皮
貢

納
の
旅
に
出
て
い
た
ガ
シ
ャ
ン

・
ダ

の
ア
カ
ト
ゥ
ス
と
そ

の
仲
間
が
、
取
引
の
も

つ
れ
か
ら
か
清
の
出
張
所
が
お
か
れ
た
キ
ジ
村
(キ
ジ

湖
口
に
あ

っ
た
村
、
現
在
の
マ
リ
ー
ン
ス
コ
エ
)
で
、
コ
イ
マ

・
ガ
シ
ャ
ン
(ア
ム
ー
ル
川
流
域
の
現
在
の
ロ
シ
ア
連
邦
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
ウ
リ

チ
地
区
に
あ
っ
た
、
古
い
先
住
民
の
村
だ
っ
た
が
、
現
在
は
無
人
と
な
っ
て
い
る
)
の
有
力
者

の
イ
ト
ヒ
ヤ
ヌ
な
る
人
物

に
殺
害
さ
れ
る
と

い

う
事

件
が
起
き
た
か
ら
で
あ
る
。

こ

の
と
き
清
側

の
対
応
は
非
常
に
迅
速
で
、
寧
古
塔
(牡
丹
江
中
流
に
あ

っ
た
清
朝
の
東
北
方
面
の
支
配
拠
点
。
順
治
十
年
(
一
六
五
三
〉に
東

北
地
方
を
治
め
る
軍
の
最
高
司
令
官
で
あ
る
将
軍
(昂
邦
章
京
)
が
駐
屯
し
た
が
、
そ
れ
は
後
に
吉
林
に
移
駐
し
、
副
官
で
あ
る
副
都
統
(梅
勒
章

京
)
が
常
駐
し
た
。
こ
こ
は
乾
隆
四
十
四
年
ま
で
ア
ム
ー
ル
方
面
の
毛
皮
貢
納
民
の
朝
貢
と
治
安
を
担
当
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
三
姓
に
移
管
さ
れ
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る
と
、
牡
丹
江
流
域
か
ら
ウ
ス
リ
ー
川
上
流
域
、
沿
海
地
方
南
部
に
か
け
て
の
地
域
の
行
政
を
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
)
か
ら
直
ち
に
官
憲
が
派

遣
さ

れ
て
、
事
件
を
起
こ
し
た
イ
ト
ヒ
ヤ
ヌ
と
そ
の

一
党
は
逮
捕
さ
れ
、
寧
古
塔
に
護
送
さ
れ
て
裁
判
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し

て
、

そ
の
被
害
者
側
の
証
人
と
し
て
、
コ
タ
ン
ケ
シ
の
シ
ュ
ル
ン
グ
ル

・
バ
ラ
と
タ
ラ
イ
カ
の
ト
ー

・
バ
ラ
の
バ
ラ

・
イ

・
ダ
が
そ
れ
ぞ

れ
召
喚
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
彼
ら
を
寧
古
塔
に
連
れ
て
行
く
た
め
に
、
三
姓
副
都
統
衙
門
か
ら
役
人
が
派
遣
さ
れ
た
。
し
か
し
、
役
人

が
タ

ラ
イ
カ
ま
で
到
着
し
、
証
人
た
ち
を
つ
れ
て
大
陸
側
に
わ
た
ろ
う
と

い
う
と
き

に
、
被
害
者
側
の
シ
ュ
ル
ン
グ

ル

・
バ
ラ
の
バ
ラ

・

イ

・
ダ
で
あ

っ
た
チ
チ
ャ
イ
が
強
硬
に
同
行
を
拒
み
、
加
害
者
側
に
対
す
る
復
讐
が
果
た
さ
れ
な

い
の
な
ら
ば
毛
皮

貢
納
制
度
か
ら
離
脱

す
る
と
ま
で
主
張
し
た
。
役
人
た
ち
は
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
キ
ジ
村
ま
で
何
と
か
証
人
た
ち
を
連
れ
て
来
る
こ
と
が

で
き
た
も
の
の
、
そ

こ
か
ら
逃
亡
さ
れ
て
し
ま

い
、
結
局
被
害
者
側
の
証
入
喚
問
は
失
敗
し
た
。
そ
の
た
め
か
、
シ
ュ
ル
ン
グ
ル

・
バ
ラ

の
毛
皮
貢
納
は
記
録

上
も

少
な

い
。
乾
隆
十
九
年
に
は
全
戸
が
毛
皮
を
支
払

っ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
乾
隆
八
年
、
同
二
十
五
年
に
は
四
戸
し
か
払
わ
ず
、

乾
隆

四
十
二
年
に
は
欠
貢
し
て
い
る
。
清
朝

の
ア
ム
ー
ル
、
サ
ハ
リ
ン
地
域
の
支
配
拠
点
が
三
姓
に
移
管
さ
れ
て
以
降

の
記
録
で
は
毎
回

三
八
戸
が
毛
皮
を
貢
納
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
、
役
人
が
帳
尻
あ
わ
せ
を
し
た
も
の
で
、
実
態
は
す
で
に
コ
タ
ン

ケ
シ
村
か
ら
は
誰
も
来
て
い
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
乾
隆
五
十
六
年
か
ら
同
治
十
二
年
(
一
八
七
三
)ま
で
、
毛
皮
を

納
め
に
来
た
人
物

の
名
前
が
変
わ

っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三

交
易
路

の
変
化
と
サ

ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
の
盛
衰

ナ
ヨ
ロ
に
サ

ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
で
最
も
力
を
持

っ
た
有
力
者
が
い
た
こ
と
は
、
日
本
側
の
資
料
で
幾
度
と
な
く
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
す

で

に
天
明
年
間
(
一
七
八
〇
年
代
)か
ら
松
前
藩
が
サ
ハ
リ
ン
に
藩
士
を
派
遣
し
て
調
査
し
て
い
た
が
、
そ
の
時
ナ
ヨ
ロ
に
ヨ
ー
チ
イ
テ
ア
イ
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ノ
(楊
忠
貞
)、
ヤ
エ
ン
ク
ル
ア
イ
ノ
と

い
う
有
力
者
が

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
名
前
は

一
七
九

〇
年
代
以
降
江
戸
幕
府
が
直

に
調
査
す
る
よ
う

に
な

っ
て
も
し
ば
し
ば
聞
こ
え
、
最
上
徳
内
、
中
村
小
市
郎
、
松
田
伝
十
郎
、
間
宮
林
蔵
た
ち
の
調
査
記
録
に
も
登
場

す
る
。
彼
ら
が
お
そ
ら
く
清
側

の
資
料

で
い
う
ヤ
ダ
ン

・
バ
ラ
の
バ
ラ

・
イ

・
ダ
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
家
系
は
ヤ

エ
ビ

ラ
カ
ン
(清
の
文

書
で
は
ヤ
ビ
リ
ヌ
)ー

ヨ
ー
チ
イ
テ
ア
イ
ノ
(同
じ
く
ヨ
チ
ダ
ヌ
ま
た
は
ヨ
チ
ヒ
ヤ
ン
ダ
ヌ
)ー
ヤ
エ
ン
ク
ル
ア
イ
ノ
(同
じ
く
ヤ
ン
グ
ラ
ヌ
)ー
シ

ロ
ト

マ
ア
イ

ヌ
(同
じ
く
シ
レ
ト
ゥ
マ
イ
ヌ
)ー

シ
ト
ク
レ
ラ
ン
ー
カ
ン
チ
ョ
マ
ン
テ
(た
だ
し
ー
は
地
位
の
継
承
関
係
で
あ
っ
て
、
親
子
関
係
を

表
す
と
は
限
ら
な
い
)と
日
本

の
幕
末
、
明
治
初
期
ま
で
続
く
。

そ
れ
に
対
し
て
タ
ラ
イ
カ
と

コ
タ
ン
ケ
シ
は
、

一
八
世
紀
ま
で
は
有
力
者
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

一
九
世
紀
に
は
い
る
ま

で
に
衰
退
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
享
和
元
年
(
一
八
〇

一
)
に
高
橋
次
太
夫
と
と
も

に
サ

ハ
リ
ン
南
部
を
調
査
し
た
中
村
小
市
郎
は
、
サ

ハ
リ

ン
で
の
調
査
で
東
海
岸
南
部
に
実
際
に
足
を
踏
み
入
れ
た
関
係
で
、
そ
こ
に
つ
い
て
の
情
報
を
詳
し
く
仕
入
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
タ
ラ
イ
カ
に
は
ヤ
イ
ラ
ッ
テ
(清
側
の
文
書
で
は
ヤ
ル
キ
、

一
七
四
二
年
の
キ
ジ
で
の
殺
人
事
件
で
チ
チ
ャ
イ
と
と
も
に
証
人
と
し
て
召

喚
さ
れ
た
バ
ラ

・
イ

・
ダ
の

一
人
)、
ヲ
ツ
コ
ビ
ウ
ゲ
(同
じ
く
オ
コ
ブ
キ
オ
あ
る
い
は
オ
コ
ピ
オ
)
、
イ
バ
イ
レ
ク
(清
朝

の
文
書
に
は
な
い
)な

ど
と

い
う
有
力
者
が
い
た
。
彼
ら
は
自
前
の
船
を
持
ち
、
宗
谷
に
も
姿
を
見
せ
て
い
た
と

い
う
が
、
彼
ら
が
す

べ
て
死
去
し
て
か
ら
は
、

そ
の
子
供
た
ち
に
い
ず
れ
も
力
が
な
く
、

コ
タ
ン
ケ
シ
の
首
長
サ
ラ
レ
デ
ア
イ
ノ
が
白
主
に
ヲ
ム
シ
ャ
(松
前
藩
が

ア
イ
ヌ
た
ち
に
求
め
た

(
17
)

朝
貢
の
儀
式
)
に
や
っ
て
き
た
と
き
に
は
彼
の
船
方

(船
の
こ
ぎ
手
)
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と

い
う
。
ま
た
、
そ
の
コ
タ

ン
ケ
シ
の
サ
ラ
レ
デ

ア
イ

ノ
も
、
寛
政
十

一
年

(
一
七
九
九
)に
病
死
し
た
後
は
、
弟
に
イ
カ
モ
ベ
ベ
ン
、
あ
る
い
は
息
子
に
シ
ト
リ
リ
ケ
、

コ
ル
ト
ル
ウ
ン
ゲ

な
ど

が
い
た
が
、
イ
ヵ
モ
ベ
ベ
ン
は
老
齢

の
た
め
に
、
息
子
た
ち
は
若
年
だ

っ
た
た
め
に
力
を
出
し
切
れ
ず
、
こ
の
家
も
衰
退
し
て
し
ま

(
18
)

っ
た
と
い
う
。

そ

の
後
ト
ー

・
バ
ラ
と
シ

ュ
ル
ン
グ
ル

・
バ
ラ
が
有
し
て
い
た
毛
皮
朝
貢
と
交
易
に
関
わ
る
権
益
は
お
そ
ら
く
ナ
ヨ
ロ
の
有
力
者
た
ち
、
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す

な

わ

ち

ヤ

ダ

ン

・
バ
ラ

の

バ
ラ

・
イ

・
ダ

の

下

に
集

め

ら

れ

た

の

だ

ろ
う

。

三

姓

副

都

統

衙

門

か

ら

ト

ー

・
バ
ラ
宛

に

送

ら

れ

た

二
通

の
書

状

(満

文

で
書
か

れ
た

一
号

文
書

と
漢

文

で
書

か
れ

た

三
号

文
書

。

一
号

文

書

は
乾

隆

四
十
年

〈
一
七
七

五

〉
に
発
行

さ

れ
た

も

の
で
、

サ

ル
ガ

ン

・
ジ

ュ
イ

と
呼

ば
れ

る
嫁

取
り

を
す

る
な

ら
ば

、
天
然

痘

の
流
行

が
な

い
秋

の
涼

し

い
間

に
京
城

(北
京

)
に
来

る
よ
う

に
と

い
う

通
達

、

三
号

文

書

は
嘉
慶

二
十
三
年
〈
一
八

一
八

〉
に
発

行
さ

れ
た
も

の
で
、
ト

ー

・
バ
ラ
に
対

し

て
近
年

日
本

と

の
関

係
を

重
視

し

て
清

に
朝

貢

に
来

な

く
な

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
詰

問

し
、

朝
貢

を
促

す
書

状

で
あ

る
。

ち
な

み

に
、

二
号
文

書

は
ヤ

エ
ン
ク

ル
ア
イ

ノ

の
地
位

を

シ

ロ
ト

マ
ア
イ

ヌ
が

継
承

す

る

こ
と
を
承

認

す
る
文

書

で
、

満
文

で
書

か
れ

て

い
る
。

こ
れ
ら

の
文

書

の
う
ち

、
満

文

の
も

の
は
江

戸
時

代

に
高

橋
景

保

な
ど

が

翻
訳

を
試

み

て

い

(19
)

る
が
、
池
上
二
良
が
最
も
信
頼
で
き
る
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
)
が
ナ
ヨ
ロ
の
有
力
者
の
手
元
に
あ

っ
た
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
し
て

い
る
。
す
で
に
タ
ラ
イ
カ
の
ト
ー

・
バ
ラ
に
は
書
状
を
渡
す

べ
き
有
力
者
が

い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
三
号
文
書

の
督
促
状
に
対

し
て
は
返
事
が
漢
文
で
書
か
れ
て
お
り
(四
号
文
書
)
、

一
八

一
八
年
に
な

っ
て
も
ナ
ヨ
ロ
に
ト
ー

・
バ
ラ
の
関
係
者
が

い
た
可
能
性
も
否

定
は

で
き
な
い
。
あ
る

い
は
ト
ー

・
バ
ラ
の
バ
ラ

・
イ

・
ダ
の
家
の
衰
亡
を
伏
せ
た
ま
ま
、
ヤ
ダ
ン

・
バ
ラ
の
者

が
書

い
た
(実
際
に
は

和
人
が
頼
ま
れ
て
書
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
)
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
文
書
は
、
結
局
ナ
ヨ
ロ
の
ヤ
ダ

ン

・
バ
ラ
の

バ
ラ

・

イ

・
ダ

の

一
族
に
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
調
査
に
来
た
松
前
藩
士
や
最
上
徳
内
、
間
宮
林
蔵
な
ど
に
確
認
さ
れ
、
彼
ら
の
書
き
付
け
と
と

も
に
そ
の

一
族
の
手
元
に
明
治
期
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

一
族
は
そ
の
後

ロ
シ
ア
領
時
代
(
一
八
七
五
～

一
九
〇
五
年
)
、
日
本
領

時
代

(
一
九
〇
五
～
四
五
年
)と
激
動

の
時
代
を
過
ご
し
、
そ
の
間
に
こ
の

一
群
の
文
書
は
豊
原
(現
ユ
ー
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
)
の
樺
太
庁
博

物
館

に
保
管
さ
れ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
日
本
側
に
渡
り
、
現
在
は
北
海
道
大
学
付
属
図
書
館
北
方
資
料
室

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

大
陸
と
サ

ハ
リ
ン
、
そ
し
て
北
海
道
を
結
ぶ
交
易
路
に
お
い
て
、
明
代
か
ら
栄
え
た
タ
ラ
イ
カ
方
面
や
サ
ハ
リ
ン
東
海
岸

の
ア
イ

ヌ
の

有
力
者
の
家
系
が
、

一
九
世
紀
を
迎
え
る
前
に
衰
退
し
て
い
た
の
に
は
、
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
に
は
乾
隆
七
年

に
起
き
た

殺
人
事
件
と
そ
の
後

の
清
朝
の
役
人
た
ち
の
対
応
の
不
手
際
が
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
、
コ
タ
ン
ケ
シ
の
シ

ュ
ル
ン
グ
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ル

・
バ
ラ
の
チ
チ
ャ
イ
は
、
清
の
毛
皮
貢
納
制
度
か
ら
の
離
脱
ま
で
口
に
し
て
お
り
、
チ
チ
ャ
イ
の
支
配
下
に
い
た
人
々
は
中
国

へ
の
朝

(20

)

貢
、
交
易

に
消
極
的
に
な
る
こ
と
で
、
力
を
逆
に
弱
め
て
し
ま

っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
要
因
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く

い
。
タ
ラ
イ
ヵ
の
ト
i

・
バ
ラ
の
首
長
ヤ
ル
キ
は
こ
の

事
件

が
あ

っ
て
も
、
毛
皮
貢
納
を
続
行
す
る
意
志
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
後

バ
ラ

・
イ

・
ダ
を
継

い
だ
オ
コ
ブ
キ
オ

(オ
コ
ピ
オ
、
中
村
小

市
郎
の
い
う
ヲ
ツ
コ
ビ
ウ
ゲ
)も
貢
納
に
応
じ
て
い
る
。
彼
は
清
が
発
行
し
た
文
書
の
宛
先
に
な
る
な
ど
、
清
側
は
相
変
わ
ら
ず
東
海
岸

の

ア
イ

ヌ
の
首
長
た
ち
を
毛
皮
貢
納
制
度
に
引
き
留
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
ー

・
バ
ラ
の
方
が
先
に

衰
退
し
て
お
り
、
そ
の
子
孫
が
シ
ュ
ル
ン
グ
ル

・
バ
ラ
の
バ
ラ

・
イ

・
ダ
の
子
孫
と
思
わ
れ
る
サ
ラ
レ
デ
ア
イ
ノ
の
船
方
な
ど
を
し
て
い

た
。

つ
ま
り
、
朝
貢
に
積
極
的
だ

っ
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
両

バ
ラ
の
バ
ラ

・
イ

・
ダ
の
子
孫
は
衰
退
し
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。

し
た

が
っ
て
、
こ
の
事
件
が
タ
ラ
イ
カ
や
コ
タ
ン
ケ
シ
の
ア
イ
ヌ
の
衰
退
の
直
接
の
原
因
に
な

っ
た
と
は
考
え
に
く

い
。

タ
ラ
イ
カ
、

コ
タ
ン
ケ
シ
衰
退
の
原
因
と
し
て
や
は
り
大
き

い
の
は
、
サ
ハ
リ
ン
に
お
け
る
日
本
の
勢
力
の
北
上
と
交
易
の
主
要
ル
ー

ト
の
変
化
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

一
八
世
紀
半
ば
ま
で
、
蝦
夷
地
支
配
を
認
め
ら
れ
て
い
た
松
前
藩
も
、
サ
ハ
リ
ン
に
関
し
て
は
そ
れ
ほ
ど

力
を

入
れ
た
支
配
を
行
わ
な
か

っ
た
。
サ
ハ
リ
ン
か
ら
の
物
資
を
扱

っ
た
の
は
長
ら
く
北
海
道
北
端
の
宗
谷
の
商
場

で
あ

っ
て
、
サ
ハ
リ

ン
側
に
交
易
拠
点
で
あ
る
会
所
を
設
け
た
の
は
よ
う
や
く

一
七
九
〇
年
(日
本
の
寛
政
二
年
、
中
国
の
乾
隆
五
十
五
年
)
で
あ
る
。
そ
れ
ま

で

は
、
サ

ハ
リ
ン
に
お
け
る
交
易

の
主
導
権
は
清
側
に
握
ら
れ
て
お
り
、
清
は
西
海
岸

の
ヤ
ダ
ン

・
バ
ラ
も
東
海
岸
の
ト
ー

・
バ
ラ
や
シ

ュ

ル
ン
グ
ル

・
バ
ラ
も
毛
皮
貢
納
民
と
し
て
同
等
に
扱

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
タ
ラ
イ
カ
は

『皇
清
職
貢
図
』

に
も
名
前
を

残
す
ほ
ど
中
国
側
に
は
有
名
で
あ
り
、
明
代
以
来
、
あ
る
い
は
清
の
サ
ハ
リ
ン
支
配
確
立
以
前
か
ら
続
く
、
サ

ハ
リ

ン
と
大
陸
と
の
交
易

に
お
け
る
タ
ラ
イ
カ
の
重
要
性
は

一
八
世
紀
中
頃
ま
で
は
変
わ
ら
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

一
八
世
紀
後
半
か
ら
松
前
藩
が
サ
ハ
リ
ン
と
の
交
易
に
積
極
的
に
な
る
に
つ
れ
、
サ
ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
の
問
で
日
本
の
政
治
経
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済
的
な
影
響
力
が
強
ま

っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
鉄
製
品
や
陶
磁
器
、
漆
器
、
さ
ら
に
穀
類
や
酒
の
よ
う
な
食
料
ま

で
も
日
本
製
や
日
本

産
の
も

の
が
普
及
し
始
め
、
そ
れ
と
と
も

に
松
前
藩
に
よ
る
政
治
的
な
影
響
力
も
強
く
な
る
。
そ
の
傾
向
は
文
化
四
年
(
一
八
〇
七
)に
江

戸
幕
府
が
サ

ハ
リ
ン
を
含
む
蝦
夷
地
全
土
を
直
轄
地
化
す
る
こ
と
に
ょ

っ
て
よ
り
顕
著
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
東
海
岸
で
も
北
部
に
あ
る

タ
ラ
イ
ヵ
や
コ
タ
ン
ケ
シ
は
不
利
で
あ
り
、
日
本
製
品
の
入
手
を
東
海
岸
南
部
や
ア
ニ
ワ
湾
に
面
し
た
コ
タ
ン
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
ず
、

交
易

の
主
導
権
も
そ
ち
ら
の
方
に
移

っ
て
い
く
。

松
前
藩
も
幕
府
も
役
人
が
詰
め
る
番
屋
を
ア
ニ
ワ
湾
に
面
し
た
ク
シ
ュ
ン
コ
タ
ン
に
お
い
た
。
こ
こ
は
東
海
岸
を
通
る
交
易

ル
ー
ト
か

ら
で
も
、
西
海
岸
か
ら
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
た
。
こ
の
コ
タ
ン
の
重
要
性
は
幕
末
ま
で
変
わ
ら
ず
、

一
八
五
三
年
に

ロ
シ
ア
が
サ

ハ
リ
ン

に
軍
を
派
遣
し
た
と
き
も
こ
こ
に
拠
点
を
築

い
た
(コ
ル
サ
コ
フ
哨
所
)。
し
か
し
、
松
田
伝
十
郎

の
サ
ン
タ
ン
交
易
改
革
に
よ

っ
て
大
陸

か
ら

サ

ハ
リ
ン
に
交
易

に
や

っ
て
く
る
サ
ン
タ
ン
や
ス
メ
レ
ン
ク
ル
(ア
ム
ー
ル
下
流
域
や
サ
ハ
リ
ン
北
部
に
い
る
住
民
で
、
ニ
ヴ
フ
の
祖

先
)
の
商
人
と
日
本
側
と
の
取
引
が
白
主
会
所
に
限
定
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
そ
こ

へ
直
接
ア
ク
セ
ス
で
き
る
西
海
岸
が
交
易
で
は
主

要
な

ル
ー
ト
に
な

っ
て
い
く
。

サ

ハ
リ
ン
の
ア
イ
ヌ
と
大
陸
側
の
サ
ン
タ
ン
、
ス
メ
レ
ン
ク
ル
た
ち
と
の
交
易
は
、

一
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
変
質
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
清
の
影
響
力
が
強
か

っ
た

一
八
世
紀
中
期
ま
で
は
、
ア
イ
ヌ
と
大
陸
の
人
々
と
の
物
資

の
や
り
と
り
が
主
要
な
取
引
で
、
ア
イ
ヌ
が

手
に
入
れ
た
中
国
製
品
の

一
部
(絹
織
物
な
ど
)が
宗
谷
場
所
で
松
前
藩

の
手
に
渡

る
程
度
だ

っ
た
。
し
か
し
、

一
八
世
紀
後
半
に
な
る
と

日
本

で
、
北
回
り
の
中
国
製
品
の
需
要
が
急
速
に
高
ま
る
。
「蝦
夷
錦
」
と
呼
ば
れ
た
中
国
製

の
絹
織
物
、
唐
木
綿
と
呼
ば
れ
た
綿
製
品
、

「青
玉
」

や

「虫
の
巣
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
ガ
ラ
ス
玉
、
矢
羽
根
用
の
ワ
シ
や
タ
カ
の
尾
羽
な
ど
が
、
武
家
、
寺
社
、
裕
福
な
町
人

の
間

で
も

て
は
や
さ
れ
、
流
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
サ
ン
タ
ン
商
人

の
サ

ハ
リ
ン
に
お
け
る
交
易
、
す
な
わ
ち

「サ

ン
タ
ン
交

易
」

の
重
点
が
、
住
民
間
の
取
引
か
ら
、
日
本
と
中
国
の
間

の
仲
介
交
易
に
移

っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
平
行

し
て

一
八
世
紀
半
ば
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ま
で
は
ア
イ
ヌ
た
ち
が
能
動
的
に
行

っ
て
い
た
サ

ン
タ
ン
商
人
と
松
前
藩
と
の
仲
介
行
為
が
、

一
八
世
紀
後
半
か
ら
受
動
的
に
な

っ
て
い

く
。

そ
れ
は
松
前
藩

の
要
求
が
急
増
し
て
、
自
分
た
ち
の
毛
皮
生
産
能
力
を
超
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る

大

陸
か
ら
サ
ン
タ
ン
商
人
ら
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
商
品
は
、
松
前
藩
で
は
藩
主
が
直
に
扱
う
も

の
(「軽
物
」
)
で
、
そ
こ
か
ら
の
収

(
21
)

益
は
藩
主
の
直
接

の
収
入
と
な

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
本
州
で
大
陸
招
来
品
に
対
す
る
需
要
が
増
大
す
れ
ば
、
松
前
藩
主
の
懐
は
豊
か
に

な
る
わ
け
で
、
そ
の
需
要
の
増
大
と
と
も
に
、
藩
は
蝦
夷
錦
な
ど
の
輸
入
を
強
化
し
た
。
そ
の
手
段
は
ア
イ
ヌ
に
対

し
て
供
出
を
強
化
す

る
こ
と
だ

っ
た
が
、
そ
れ
が
ア
イ
ヌ
の
サ
ン
タ
ン
商
人
に
対
す
る
借
財
の
増
加
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
蝦
夷
地
を
直
轄
領
と
し
た
幕
府
は
サ
ハ
リ
ン
や
宗
谷
の
ア
イ
ヌ
が
借
財
の
た
め
に
窮
乏
化
し
、
ひ
い
て
は
幕
府
権
力
に
反
抗
的
に
な

る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
松
田
伝
十
郎

の
献
策
を
受
け
入
れ
て
、
借
財
の
解
消
に
よ
る
宥
和
政
策
を
行

っ
た
。
し
か
し
他
方
で
、
サ
ン
タ

ン
商
人
と
の
交
易
は
幕
府
が
取
り
仕
切
る
こ
と
に
な
り
、
白
主

で
和
人
商
人
が
サ
ン
タ
ン
商
人
と
直
接
取
引
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
れ

に
よ

っ
て
サ
ン
タ
ン
交
易
は
ま
す
ま
す
中
国
と
日
本
と
の
間
の
仲
介
交
易
と
し
て
の
性
格
を
鮮
明
に
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

そ

の
結
果
、
大
陸
と
日
本
側
の
交
易
拠
点
と
を
最
短
で
結
ぶ
サ

ハ
リ
ン
西
海
岸

の
交
易

ル
ー
ト
の
重
要
性
が

一
層
高
ま
り
、
東
海
岸

ル
ー
ト
の
比
重
は
ま
す
ま
す
低
下
し
た
。
タ
ラ
イ
カ
や
コ
タ
ン
ケ
シ
は
日
本
と
中
国
の
問
の
仲
介
交
易
で
は
地
理
的

に
は
遠
回
り
で
あ
り
、

完
全

に
不
利
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
こ
の
二
つ
の
コ
タ
ン
の
有
力
者
が
復
活
す
る
可
能
性
は
全
く
な
く
な

っ
た
。
交
易
の

主
要
経
路
上
に
あ

っ
た
西
海
岸
ナ
ヨ
ロ
の
有
力
者
の
家
系
は
明
治
初
期
ま
で
そ
の
力
を
保
ち
続
け
た
の
に
対
し
て
、

同
じ
頃
タ
ラ
イ
カ
で

は
か

つ
て
の
繁
栄
の
跡
を
物
語
る
砂
に
埋
も
れ
た
住
居
趾
が

ロ
シ
ア
の
研
究
者
に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
て
い
た
(
一
八
八

一
～
八
二
年
に
サ
ハ

リ
ン
を
調
査
し
た
ロ
シ
ア
の
民
族
学
者
ポ
リ
ャ
ー
コ
フ
は
、
そ
こ
で
百
数
十
年
前
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
住
居
の
趾
を
見
つ
け
、
若
干
の
遣
物
を
収
集

(22
)

し

た
。

そ
れ

は
現
在

サ

ン
ク
ト

・
ペ
テ

ル
ブ

ル
ク

の
人

類
学

民
族

学
博

物
館

に
収
蔵

さ
れ

て

い
る
)
。
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お
わ

り

に

ー

サ
ン
タ
ン
交
易
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
役
割
1

前
近
代
的
な
国
家
だ

っ
た
江
戸
幕
府
の
日
本
と
清
朝
の
中
国
に
は
、
今
日
の
よ
う
な
国
境
の
概
念
は
な
く
、
互

い
に
そ
の
境
界
は
曖
昧

な
ま
ま
に
と
ど
め
て
い
た
。
し
か
し
、
サ

ハ
リ
ン
で
は
日
清
両
勢
力
の
せ
め
ぎ
合

い
が
見
ら
れ
た
。
カ
ラ
フ
ト
ナ
ヨ

ロ
文
書
の
三
号
と
四

号
の
文
書
に
見
ら
れ
る
ト
ー

・
バ
ラ
に
対
す
る
詰
問
と
そ
れ
に
対
す
る
応
答
が
そ
れ
を
物
語

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

両
国
と
も
東
ア
ジ
ア

の
前

近
代
国
家
に
共
通

の
政
策
と
し
て
、
被
支
配
民
に
移
動
の
自
由
を
与
え

て
い
な
か

っ
た
。
さ
ら
に
両
国
と
も

「鎖
国
」
あ
る
い
は

「海
禁
」
と
称
し
て
、
被
支
配
民
が
自
国
の
外
に
出
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
た
。
そ
の
際
、
国
の
範
囲
が
ど

こ
ま
で
か
、
あ
る
い

は
外
国
と
は
ど
こ
か
ら
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
ア
イ

ヌ
の
居
住
地
に
関
し
て
は
、

日
清
と
も

に
両
義
的

な
性
格
を
与
え

て
い
た
。
つ
ま
り
、
完
壁
な
内
地
で
は
な
い
が
、
全
く
の
外
国
で
も
な

い
と

い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。
内
地
で
は
な

い
た

め
に
、
政
府
は
、
こ
の
地
域
を
固
有
の
居
住
地
あ
る
い
は
活
動
領
域
と
す
る
人
々
以
外
の
人

々
が
無
断
で
立
ち
入
る

こ
と
を
禁
止
し
た
。

日
本

で
は
江
戸
幕
府
が
松
前
藩
に
発
給
し
た
黒
印
状
に
よ

っ
て
、
和
人
が
蝦
夷
地
に
入
る
の
に
松
前
藩
の
許
可
を
取

る
こ
と
を
義
務
づ
け

た
。
寛
文
九
年

(
一
六
六
九
)
の
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
戦
争
以
降
は
ア
イ

ヌ
が
本
州
側
に
渡
る
こ
と
も
事
実
上
禁
止
さ
れ
た
。
中
国
で
は
清
が

封
禁
令

に
よ
っ
て
、
漢
民
族
が
山
海
関
外
に
出
る
の
に
許
可
を
義
務
づ
け
、
さ
ら
に
、
松
花
江
の
河
口
に
も
関
門
を
設
け
て
、
漢
民
族
や

満
洲

人
が
ア
ム
ー
ル
川
流
域
に
入
る
こ
と
を
禁
じ
た
。

特

別
に
命
令
を
受
け
た
役
人
は
、
こ
れ
ら
の
関
門
を
越
え

て
ア
ム
ー
ル
川
流
域
や
サ

ハ
リ
ン
に
ま
で
出
向
く
こ
と
は
で
き
た
が
、
そ
れ

で
も

日
本
側
、
中
国
側
と
も
に
暗
黙
の
内
に
越
え
て
は
な
ら
な
い

一
線
を
設
け
て
い
た
。
そ
の
線
は
中
国
側
で
は
サ

ハ
リ
ン
と
北
海
道
の

間
の
海
峡

(宗
谷
海
峡
ま
た
は
ラ
ペ
ル
ー
ス
海
峡
)
で
引
か
れ
、
日
本
側

で
は
サ

ハ
リ

ン
と
大
陸

の
問

の
海
峡
(間
宮
海
峡
ま
た
は
タ
タ
ー
ル
海
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峡
)
に
引
か
れ
て
い
た
。
事
実
、
中
国
側
の
役
人
は
サ
ハ
リ
ン
ま
で
は
来
ら
れ
た
が
、
北
海
道
ま
で
は
足
を
伸
ば
し

て
は
い
な
い
。
ま
た
、

サ
ン
タ
ン
や
ス
メ
レ
ン
ク
ル
の
商
人
も
白
主
ま
で
は
盛
ん
に
来
て
い
る
が
、
海
峡
を
渡

っ
て
宗
谷
ま
で
来
た
と
い
う

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。

日
本
側
も
松
田
伝
十
郎
と
間
宮
林
蔵
の
調
査
に
よ

っ
て
サ

ハ
リ
ン
が
島
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
は
、
林
蔵

が
大
陸
側
ま

で
行

っ

て
し
ま

っ
た
以
外
は
、
調
査
を
命
じ
ら
れ
た
役
人
も
海
峡
を
渡

っ
て
は

い
な

い
。
中
国
側
は
サ
ハ
リ
ン
と
北
海
道
が
狭

い
海
峡
を

一
つ
隔

て
た
だ
け
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か

っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
大
陸
側
は
外
国
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

た
。

サ
ハ
リ
ン
に
役
人
や
商
人
が
入
れ
た
の
は
、
こ
こ
が
蝦
夷
地

の

一
部
(松
田
伝
十
郎
の
提
案
で

「北
蝦
夷
地
」
と
命
名
さ
れ
た
)と
規
定

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ

の
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
て
、
大
陸
側
に
も
北
海
道
側
に
も
自
由
に
わ
た
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
サ

ハ
リ
ン
ア
イ

ヌ
だ

っ
た
。
ナ
ヨ
ロ

に
い
た
ヤ
ダ

ン

・
バ
ラ
の
首
長
ヨ
ー
チ
イ
テ
ア
イ
ノ
(
ヨ
チ
ダ
ヌ
)
は
蝦
夷
錦
を
着
用
し
て
宗
谷
に
オ
ム
シ
ャ
(松
前
藩
が
ア
イ
ヌ
に
課
し
た

朝
貢
儀
礼
)
に
現
れ
た
と

い
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
タ
ラ
イ
カ
の
ト
ー

・
バ
ラ
の
首
長

の
ヤ
イ
ラ
ッ
テ
(ヤ
ル
キ
)
や
ヲ

ツ
コ
ビ
ウ
ゲ
(オ
コ
ピ

オ
)
、
コ
タ
ン
ケ
シ
の
サ
ラ
レ
デ
ア
イ
ノ
も
宗
谷
に
オ
ム
シ
ャ
に
来

て
い
る
。
そ
し
て
他
方
で
、
彼
ら
は
と
も
に
三
姓
副
都
統
衙
門
の
出

先
…機
関
が
あ

っ
た
キ
ジ
村
ま
で
ク
ロ
テ
ン
を
持

っ
て
朝
貢
の
旅
に
も
出
か
け
て
い
る
。
乾
隆
七
年
(
一
七
四
二
)
に
キ
ジ
村
で
起
き
た
殺
人

事
件

で
も
、
殺
害
さ
れ
た
の
は
サ
ハ
リ
ン
東
海
岸
か
ら
出
か
け
て
き
た
シ
ュ
ル
ン
グ
ル

・
バ
ラ
の
ガ
シ
ャ
ン

・
ダ
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
側
が

大
陸

に
出
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
活
躍
し
て
い
た

一
八
世
紀
に
は
、
サ

ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
は
大
陸
、
北
海
道

の
ど
ち
ら
に
も
出
る

こ
と

が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
サ
ハ
リ
ン
に
お
け
る
物
流
の
主
導
権
を
握
る
に
は
最
も
有
利
な
立
場
に
い
た
わ
け
で
あ

る
。
そ

の
状
況
は
お

そ
ら
く

一
七
世
紀
か
ら
続

い
て
お
り
、
そ
の

一
端
が
オ
ラ
ン
ダ
の
フ
リ
ー
ス
た
ち
に
目
撃
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
が
日
本
と
中
国

を
結

ぶ
北
の
交
易
路
で
自
由
に
活
動
し
た
時
代
は
さ
ら
に

一
五
、

一
六
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。

活

発
に
商
業
活
動
を
行
う

ア
イ
ヌ
は
、
大
陸
に
も
進
出
し
て
い
た
。
す
で
に

一
九
三
〇
年
代
に
ソ
連
の
民
族
学
者

N

・
K

・
カ
ル
ゲ
ル
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が
指

摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
現
在

の
ウ
リ
チ
(サ
ン
タ
ン
の
子
孫
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
民
族
)
の
間
に
は
ア
イ

ヌ
系

の
氏
族

(
バ
ラ
)
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
ド
ゥ
ワ
ン
(あ
る
い
は
ド
ゥ
ワ
ン
チ
ャ
)と
ク
イ
サ
リ
(ク
イ
)
で
あ
る
。
そ
の
伝
承

に
よ
れ
ば
、
前
者
は
サ

ハ
リ
ン
西
海
岸
の
エ
ス
ト
リ
(恵
須
取
)
の
出
身
で
、
時
代
は
不
明
だ
が
、
日
本
人
が
持

っ
て
き
た
商
品
を
巡

っ
て
仲

間
内
で
争
い
が
起
き
、

破
れ

た
側
が
大
陸
に
わ
た

っ
て
ド
ゥ
ワ
ン
と

い
う
と
こ
ろ
に
住
み
着
き
、

ニ
ヴ

フ
と
出
会

っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
彼
ら
は

ニ
ヴ

フ
と
と
も

に
ド

ゥ
ワ
ン
と
い
う
氏
族
名
を
名
乗
り
、
と
も
に
現
在
の
ブ
ラ
ヴ

ァ
村

(ロ
シ
ア
連
邦
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
ウ
リ
チ
地
区
に
あ
る
ウ
リ
チ
の
中

心
的
村
落
)
に
定
着
し
た
。
後
者
も
サ

ハ
リ
ン
南
部
出
身
で
、
キ
ジ
湖

の
出
口
付
近
に
あ

っ
た
ウ
ダ
ン
と

い
う
村
に
定
着
し
て
い
た
が
、

(
23
)

彼
ら

の
故
郷
は
南
サ

ハ
リ
ン
の

「
テ
イ
ス
へ
」
と
呼
ば
れ
る
山
の
麓

(ソ
ヴ
ィ
エ
ト
湾
の
対
岸
あ
た
り
と
い
わ
れ
る
)
に
あ

っ
た
と

い
う
。
彼

ら
は
、
最
上
徳
内
や
中
村
小
市
郎
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
な

っ
た
カ
リ
ヤ
シ
ン
の
よ
う
に
、
借
金
の
形
と
し
て
大

陸
に
連
れ
去
ら
れ
、

通
訳

や
召
使

い
と
し
て
サ

ン
タ
ン
商
人
た
ち
の
下
で
働
か
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
で
は
な
く
、
自
分

の
意
志
で
、
集
団
で
大

陸
に
移
住
し
た

ア
イ

ヌ
の
子
孫
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、

一
八
世
紀
末
期
に
江
戸
幕
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
調
査
官
た
ち
が
目
撃
し
た
と
き
に
は
、
サ

ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
の
多
く
が
、
あ

る
い
は
宗
谷
の
ア
イ
ヌ
ま
で
が
サ
ン
タ
ン
商
人
た
ち
に
対
す
る
負
債
に
あ
え
ぐ
こ
と
に
な

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
サ
ン
タ
ン
が
狡
猜

で
ア
イ
ヌ
が
純
朴
で
愚
鈍
だ

っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
論
外
で
あ
る
が
、
負
債
が
積
み
重
な
る
原
因
と
な

っ

た
商

品
先
渡
し
代
金
後
払
い
方
式

の
取
引
の
悪
弊
と
見
る
の
も
短
絡
的
す
ぎ
る
。
こ
の
方
式
は
商
取
引
の
方
法
と
し
て
東
ア
ジ
ア
世
界
に

広
く
普
及
し
て
お
り
、
し
か
も
支
払
時
期
を
固
定
し
て
、
定
期
的
に
支
払
う
こ
と
で
、
計
画
的
な
取
引
を
可
能
に
す

る
と

い
う
利
点
も
あ

る
。

ア
イ
ヌ
の
負
債
問
題
は
、
彼
ら
が
支
払

い
能
力
以
上
に
商
品
を
仕
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て

生
じ
た
の
で
あ
る
。

こ

の
問
題
に
関
し
て
は
す
で
に
何
度
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
清
朝
と
松
前
藩

・
江
戸
幕
府
の
政
治
経
済
的
な
力

の
バ
ラ
ン
ス
が
関
係
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(
勿
)

し
て

い
る
。

一
八
世
紀
ま
で
は
サ

ン
タ
ン
、
ス
メ
レ
ン
ク
ル
商
人
の
背
後
に
い
る
清
朝

の
力
が
強
か

っ
た
上
に
、
松
前
藩
が
ア
イ
ヌ
側
を

き
ち
ん
と
保
護
し
な
い
ば
か
り
か
、
自
藩
の
利
益
の
た
め
に
、
彼
ら
の
支
払

い
能
力
を
上
回
る
量
の
中
国
製
品
の
供
出
を
求
め
た
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な

っ
た
原
因
は

一
八
世
紀
前
半
の
清
朝

の
サ

ハ
リ
ン
へ
の
勢
力
拡
大
に
あ

っ
た
と
い
え
る
か
も
し

れ
な

い
。

間
宮
林
蔵
が

『北
夷
分
界
余
話
』
「付
録
」
で
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
ナ
ヨ
ロ
の
ア
イ
ヌ
が
清
朝
に
服
属
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、

サ
ハ
リ
ン
で
サ
ン
タ
ン
商
人
に
敵
対
的
な
行
為
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
清
朝
の
軍
事
力

に
押
さ
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ヤ
エ
ビ
ラ
カ
ン
が
サ
ン
タ
ン
商
人
た
ち
に
狼
籍
を
働
く
こ
と
を
清
に
訴
え
ら
れ
、
清
側
か
ら
部
隊
が
派
遣
さ
れ
て
ナ

ヨ
ロ
が
鎮
圧
さ
れ
、

ヤ
エ
ビ
ラ
カ
ン
の
息
子
の
ヨ
ー
チ
イ
テ
ア
イ
ノ
が
人
質
に
取
ら
れ
て
、
毛
皮
朝
貢
を
行
う
こ
と
を
誓
約
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
25
>

ま
た
、
同
時
に
、
周
辺
の
コ
タ
ン
の
有
力
者
が
ガ
シ
ャ
ン

・
ダ
に
任
命
さ
れ
た
。
伝
承
で
は
成
長
し
て
帰
国
し
た
ヨ
ー
チ
イ
テ
ア
イ
ノ
が

バ
ラ

・
イ

・
ダ
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な

っ
て
い
る
が
、
三
姓
副
都
統
衙
門
の
棺
案

で
は
す
で
に
ヤ

エ
ビ
ラ
カ
ン
(ヤ
ビ
リ
ヌ
)が

バ
ラ

・
イ

・
ダ
に
な

っ
て
い
る
。
彼
は
お
そ
ら
く
雍
正
十
年
(
一
七
三
二
)
の
ク
イ

・
フ
ィ
ヤ
カ
六
姓

一
四
六
戸
の
毛
皮
貢
納
民
編
入
の
時

に
バ
ラ

・
イ

・
ダ
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヨ
ー
チ
イ
テ
ア
イ
ノ
が
い
つ
人
質
と
し
て
満
洲
側
に
送
ら
れ
た
の
か
を
物
語
る
史
料
、
あ

る
い
は
林
蔵
が
書
き
残
し
た
伝
承
を
傍
証
す
る
よ
う
な
史
料
は
ま
だ
確
認
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
伝
承
は
ナ
ヨ
ロ
の
ア
イ

ヌ

が
こ

の
時
点
で
清
の
力
に
屈
し
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、
清
の
政
治
経
済
力
を
背
景
に
持

つ
サ

ン
タ
ン
商
人
の
サ
ハ

リ
ン
で
の
地
位
向
上
に

一
役
買

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

サ

ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
が

一
八
世
紀
半
ば
ま
で
有
し
て
い
た
、
サ

ハ
リ
ン
に
お
け
る
交
易
の
主
導
権
は
、

一
八
世
紀
後
半

に
サ
ン
タ
ン
商
人

た
ち

に
奪
わ
れ
て
以
来
、

一
度
も
彼
ら
の
手
に
戻
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
文
化
九
年
(
一
八

一
二
)
に
松
田
伝
十
郎
に
よ

っ
て
積
年
の
負
債

か
ら
解
消
さ
れ
、
サ

ハ
リ
ン
に
お
け
る
清
と
日
本
の
力
関
係
も
逆
転
し
て
日
本
側
が
優
位
に
立

つ
よ
う
に
な

っ
た
が
、
彼
ら
は
か
え

っ
て
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交
易
活
動
か
ら
疎
外
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
サ
ン
タ
ン
商
人
と
の
取
引
は
和
人
商
人
が
行
う
こ
と
に
な
り
、
ア
イ
ヌ
と
サ
ン
タ
ン
と
の
商
品

先
渡

し
代
金
後
払

い
方
式
の
取
引
が
非
合
法
化
さ
れ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
ア
イ
ヌ
が
交
易
活
動
か
ら
全
く
手
を
引

い
た
わ

け
で
は
な
い
。
和
人
商
人
と
の
取
引
は
可
能
で
、
さ
ら
に
サ
ン
タ
ン
商
人
と
の
接
触
も
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
。
と

い
う

の
は
、
サ
ン
タ
ン
の
子
孫
で
あ
る
大
陸
側
の
ウ
リ
チ
の
間
に
は
、
二
〇
世
紀
初
め
頃
ま
で
裕
福
な
人
が
サ
ハ
リ
ン
で
ア
イ
ヌ
出
身
の
嫁
を

連
れ

て
帰

っ
て
く
る
人
が
い
た
か
ら
で
あ
る
(こ
れ
は
筆
者
自
身
が
ウ
リ
チ
の
ド
ゥ
ジ
村
で
聞
い
た
が
、
他
に
も
そ
の
よ
う
な
伝
承
は
あ
る
)。

し
か
し
、
文
政
五
年

(
一
八
二
二
)
に
松
前
藩
が
サ
ハ
リ
ン
に
も
復
帰
す
る
と
、
北
海
道
で
進
展
し
て
い
た
場
所
請
負
制
度
が
導
入
さ
れ
、

そ
れ
ま
で
比
較
的
自
由
を
享
受
し
て
い
た
サ
ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
も
北
海
道
ア
イ
ヌ
と
同
じ
よ
う
に
、
漁
業
労
働
者
に
転

じ
て
い
く
。
安
政
二

年

(
一
八
五
五
)
に
再
び
幕
府
直
轄
領
と
な
る
が
、
そ
の
状
況
は
変
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
こ
に
ロ
シ
ア
が
進
出
し
て
く

る
と

「未
開
」

の
狩

猟
採

集
民
族
と
い
う

レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
し
ま
う
。
嘉
永
六
年
(
一
八
五
三
)
に
ロ
シ
ア
が
進
出
し
て
以
来
、
サ
ハ
リ
ン
は
第
二
次
世
界

大
戦
が
終
わ
る
ま
で
、
日
本
と

ロ
シ
ア
の
国
境
問
題
の
舞
台
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「未
開
民
族
」
と
い
う
レ

ッ
テ

ル
を
貼
ら
れ
た
ア
イ

ヌ
た
ち
は
、
両
国
が
領
有
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
の
道
具
に
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
自
ら
国
境
問
題
に
主
体
的
、
能
動
的
に
関

与
す

る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
サ
ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
は
日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
れ
、

ソ
連
が
サ

ハ
リ
ン
全
島
を
占
領
す
る
に
及
ん

で
、
自
ら
の
固
有

の
土
地
す
ら
失

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

註(1
)

全
国
樺
太
連
盟
編

『樺
太
沿
革
史

・
行
政
史
』
(東
京

"
全
国
樺
太
連
盟
、

一
九
七
八
年
)九
頁
。

(2
)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『大
日
本
古
文
書

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
十
四
』
(東
京

日
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
二
年
覆
刻
、
初
版

は

一
九
二
二
年
)
二
六
九
頁
。
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(
3
)

曹
廷

悉

「
東

三
省
輿

地
図

説
」

(『
曹
廷

木
…集

』
上

、
北

京

"
中
華

書
局

、

一
九

八

五
年

)
二
三
六
頁

。

(
4
)

中

村
小
市

郎

『
唐
松

の
根

』

(大

阪

日
大

阪
大

学
懐

徳

堂

文
庫

、

一
八

〇

一
年

)
ま

た
は

「
唐

太
雑

記
」

(高

倉
新

一
郎
編

『犀

川

会
資

料

全
』

札
幌

"
北
海
道

出
版

企
画

セ

ン
タ
ー
、

一
九

八

二
年
)
六

一
六
頁

。

(
5

)

中

村
和

之

「
中
世

に
お
け

る
北

方
か

ら

の
人

の
流

れ
と

そ

の
変

動
ー
白

主
土

城
を

め
ぐ

っ
て
ー

」

(『
歴
史

と

地
理

』

五
八

〇
、

二

〇
〇
四

年

)
四

頁
。

(
6

)

中
村
和

之

前
掲

書

四
～
五
頁

。

(
7

)

『
明
実

録
東

北
史
資

料
輯

』

(藩

陽

"
遼
藩

書
社

、

一
九
九

〇
年

)
四
九
七
頁

。

(
8

)

潭
其

騒
主

編

『
中
国

歴
史
地

図
集
』

第

七
冊

(上
海

"
地

図
出

版
社

、

一
九

八

二
年

)
八
二
～

八
三
頁
。

(
9

)

「
遼
東

志
」

巻
九

外
志

(『
影
印

遼
海

叢
書

』

一
、
溜

陽

"
遼
溜

書
社

、

一
九

八

五
年

)
四
六
七
頁

。

(
10
)

中
村

和
之

前
掲

書

五
頁
、

同

「大

陸

か
ら
見

た
中

世

日
本

の
北
方

地
域
」

(矢

田
俊
文

・
工
藤

清
泰

編

『
日
本

海
歴

史
大

系
』

第

三
巻

中

世
篇

、
大

阪

"
清
文

堂
、

二

〇
〇
五
年

)
八

六
～
九

二
頁

。

(
11
)

松
前

広

長

「福

山

秘
府
」

(北
海
道

庁

編

『
新
撰

北
海
道

史

』
第

五
巻
史

料

一
、
札
幌

"
北
海

道
庁

、

一
九
三

七
年

)
一
九
頁
。

(
12
)

北

構
保

男

『
一
六

四
三
年

の
ア
イ

ヌ
社

会
探

訪
来
ー

フ
リ

ー

ス
艦

隊
航

海
記
録

』

(東

京

"
雄

山
閣

出
版

、

一
九

八
三
年

)
八
六

～
八
七
頁

。

(
13

)

『
三
姓
副

都
統

衙

門
満
文
楢

案
訳

編
』

(藩

陽

"
遼

藩
書

社

、

一
九
八

四
年
)
四
六

〇
頁

。

(
14

)

『皇

清
職

貢

図
一
巻

三

「庫

葉
」

影
印

本

(藩

陽

"
遼
藩

書

社
、

一
九

九

一
年

)
二

四
四
頁
。

(
15

)

『
三
姓

副
都

統
衙

門
満
文
棺

案

訳
編
』

(藩

陽

"
遼

藩

書
社

、

一
九

八
四
年
)
三
〇
頁

。

(
16

)

間
宮

林

蔵

口
述

・
村
上

禎

助
筆

記

「
北
夷

分

界
余

話
」

(洞

富

雄

・
谷

澤

尚

一
編

『
東

　

地
方

紀

行

他

』
東

京

"
平

凡

社

、

一
九

八

五

年

)
一
〇
四

頁
。
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(
17
)

中
村

小
市

郎

『
唐

松

の
根
』

(大

阪

U
大
阪

大
学

懐

徳
堂

文

庫
、

一
八

〇

一
年

)
、

「
樺
太

雑
記

」

(高

倉
新

一
郎

編

『犀

川
会

資

料

全

』
、

札

幌

"
北
海

道
出

版
企

画

セ

ン
タ
ー
、

一
九

八
二
年

)
六

四
三

～
六

四
四
頁

。

(
18

)

中
村
小

市
郎

前
掲

書

六

三
八
～

六
三
九

頁
。

(
19

)

池

上

二
良

「
樺
太

ナ

ヨ

ロ
の
満
洲

文
書
」

(
『北

方
文

化
研
究

』

三
、

一
九

六

八
年
)
。

(
20

)

例

え
ば

松
浦

茂

「
十

八
世
紀

の
サ

ハ
リ

ン
交
易

と
キ

ジ
事
件

」

(『
京

都
大

学
総

合
人
間

学
部
紀

要
』

一
〇
、

二

〇
〇
三
年

)
三
二
頁

。

(
21

)

出

利

葉
浩

司

「
近

世
末

期

に

お
け

る

ア
イ

ヌ

の
毛

皮

狩

猟

活

動

に

つ
い

て
」

(佐

々
木
史

郎

編

『
開
か

れ

た
系

と

し

て

の
狩

猟
採

集

社

会

』

(
国
立
民

族
学

博
物

館
調

査
報
告

三

四
、
大

阪

"
国
立

民
族

学
博
物

館

、

二
〇

〇
二
年
)
。

(
22

)

コ
雪

美

8

"
写

=
9。
8

×
§

塁

p
さ

切
巴

山
臣

巷

己

。。
。。
曾

●
∩
弓

』
-ド
。。
.

(
23

)

ズ
巷

『
Φ
P

雷
客

℃
o
岩

。。
o
詠

8
6
↓
⑳
国
着

=

魯

9

題

遷

§
瞭
9

切
逡

ド
㊤
ω
昌
(切
)
口

H。。
レ

b。
置

鎚

(
勿

)

佐

々
木
史

郎

「
十

八
、

十
九

世
紀

に
お
け

る

ア
ム
ー

ル
川

下
流
域

住

民

の
交

易
活

動
」

(『
国
立

民
族
学

博
物
館

研
究

報

告
』

二
ニ
ー

四
、

一
九

九

八
年
)
七

四
四

～
七
五

〇
頁

、
同

「
山
丹
交

易

と
蝦
夷

地

・
日
本

海
域

」

(長
谷

川
成

一

・
千

田
嘉

博
編

『
日
本

海
域

歴

史
大

系

』
第

四
巻

近
世

篇

1
、
大

阪

"
清
文

堂
、

二

〇
〇
六
年

)
二
六

一
～
二

六

二
頁

な
ど

参

照
。

(
25
)

間

宮

林
蔵

口
述

・
村

上

禎

助
筆

記

「
北

夷

分

界
余

話
」

(
洞
富

雄

・
谷

澤

尚

一
編

『東

　

地

方
紀

行

他
』

東
京

"
平

凡

社
、

一
九

八

五

年
)
一
〇
二
～

一
〇
四
頁
。


