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資
源
の
社
会
的

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
と
権
力

の
介
入

北
東
ア
ジ
ア
森
林
地
帯
に
お
け
る
生
態
資
源
を
め
ぐ
る
対
立
と
妥
協
の
歴
史

佐
々
木
史
郎

　
北
東

ア
ジ
ア
南
部
、
す
な
わ
ち
中
国
東
北
地
方

(遼
寧
省
、
吉
林
省
、
黒
竜
江
省
)
か
ら

ロ
シ
ア
沿
海
地
方
と
ハ
バ

ロ
フ
ス
ク
地
方

南
部
、

そ
し
て
日
本
の
北
海
道
南
西
部
か
ら
東
北
地
方
、
中
部
山
岳
地
帯
に
は
ナ
ラ
や
ブ
ナ
、
ク
ル
ミ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
と
、
ゴ

ヨ
ウ

マ
ツ
、
ト
ウ
ヒ
類
な
ど
か
ら
な
る
針
葉
樹
が
混
在
す
る
豊
か
な
混
交
林
が
形
成
さ
れ
て
い
る

(写
真
1
)。
そ
こ
は
気
候
帯

で

は
冷
温
帯
か
ら
亜
寒
帯
に
属
し
、
夏
に
は
高
温
に
な
る
も
の
の
、
冬

の
寒
さ
は
厳
し
い
。
し
か
し
、
豊
か
な
植
物
相
に
支
え
ら
れ
て
、

動
物
は
種
類
も
生
息
数
も
多

い
。

　
日
本

で
は
津
軽
海
峡
を
走
る
ブ
ラ
キ
ス
ト
ン
線
に
よ

っ
て
本
州
の
温
帯
系

の
動
物
と
北
海
道
の
亜
寒
帯
系
の
動
物
と
に
し

っ
か
り

区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
線
が
な
い
大
陸
側
で
は
両
者
が
棲
み
分
け
な
が
ら
も
同
じ
地
域

に
生
息
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

日
本
で
は
津
軽
海
峡
の
南
側
に
し
か
い
な
い
ツ
キ
ノ
ワ
グ

マ
や
イ
ノ
シ
シ
が
、
大
陸
側
で
は
ヒ
グ

マ
や
ア
カ
シ
カ
、

ヘ
ラ
ジ
カ
な
ど

と
共
存

し
、
温
帯
か
ら
亜
熱
帯
系
の
動
物

で
あ
る
ト
ラ
、
ヒ
ョ
ウ
、
タ
ヌ
キ
な
ど
と
亜
寒
帯
系

の
動
物

で
あ
る
オ
オ
カ
ミ

(大
型
の

タ
イ
リ
ク
オ
オ
カ
ミ
)、
ク

ロ
テ
ン
、
オ

コ
ジ

ョ
な
ど
が
共
生
し
て
い
る
。
ま
た
イ
タ
チ
、
テ
ン
、
カ
ワ
ウ
ソ

(日
本
で
は
ほ
ぼ
絶
滅
)

な
ど
温
帯
か
ら
亜
寒
帯
に
広
く
分
布
す
る
動
物
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
豊
か
な
森
は
そ
の
中
を
貫
く
川
と
、
川
が
流
れ
込
む
海
に
栄
養
を
供
給
し
て
そ
こ
を
豊
か
に
す
る
。
川
に
は
コ
イ
、
フ
ナ
、

r�



ビキン川流域 の豊か な混交林(1995年 筆者撮影)写真1

ナ
マ
ズ
、

コ
ク
チ
マ
ス
、
イ
ト
ウ
、
チ

ョ
ウ
ザ
メ
な
ど
数
多
く
の
陸

封
性

の
魚
が
生
息
し
、
海
か
ら
は
サ
ケ

・
マ
ス
類
の
遡
河
性
の
魚
が

産
卵

の
た
め
に
大
量
に
遡
上
し
て
く
る
。
そ
れ
ら
の
魚
は
ク

マ
や
カ

ワ
ウ
ソ
な
ど
の
魚
食
性
の
動
物
を
養
う
だ
け
で
な
く
、

一
部
は
森
の

栄
養

に
も
還
元
さ
れ
て
い
く
。

　
豊
か
な
自
然
の
資
源
に
支
え
ら
れ
て
、
こ
の
地
域
に
は
古
く
よ
り

多
く
の
人
び
と
が
住
み
着
い
て
き
た
。
日
本
列
島

の
北
海
道
か
ら
東

北
、
関
東

に
か
け
て
人
口
が
集
中
し
て
い
た
縄
文
時
代
や
そ
れ
と
並

行
し
て
栄
え
た
大
陸
側
の
諸
文
化
が
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語

っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
化
は
こ
の
地
域
の
豊
富
な
動
植
物
資
源
を
活

用
し
た
狩
猟
や
漁
撈

、
採
集
に
依
拠
す
る
も
の
だ

っ
た
。
乾
燥
地
帯

の
麦
作
牧
畜
文
化
や
亜
熱
帯
湿
潤
地
域
の
米
作
文
化
か
ら
生
ま
れ
た

都
市
文
明
や
国
家
文
明
が
こ
の
地
域
を
席
巻
し
た
後
は
、
農
耕
や
家

畜
飼
育

(ブ
タ
や
ウ
マ
な
ど
の
飼
育
)
が
導
入
さ
れ
て
そ
の
生
産
構

造
は
大
き
く
変
わ

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
豊
か
な
動
植
物
資
源

に
依
拠

し
た
狩
猟
活
動
や
漁
撈

活
動
は
主
要
な
生
産
活
動
と
し
て
の
地
位
を

保
ち
続
け
た
。
都
市
を
結
節
点
と
し
た
商
業

・
交
易
活
動
が
こ
の
地

域
に
も
進
入
し
て
、
都
市
の
富
裕
層
や
国
家
の
支
配
層
が
要
求
す
る

森
林
産

の
贅
沢
品
の
供
給
を
担
う
こ
と
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た

r62資源の社会的 コン トmル と権力 の介入



だ
し
、
そ
の
た
め
に
か
つ
て
自
給
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
狩
猟

・
漁
撈

・
採
集
活
動
に
、
換
金
作
物
を
生
産
す
る
た
め
の
活
動
が

付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
産
物
の
典
型
が
ク

ロ
テ
ン
や
ヤ
マ
ネ
コ
、
キ
ッ
ネ
、
ラ
ッ
コ
な
ど
の
毛
皮
類
と
、
熊
胆

や
チ
ョ
ウ
セ
ン
ニ
ン
ジ
ン
な
ど
の
薬

の
原
材
料

で
あ
る
。
あ
る
い
は
地
域

に
よ

っ
て
は
か

つ
て
の
主
要
な
食
糧
だ

っ
た
サ
ケ

・
マ
ス

や
シ
カ
、
ク

マ
な
ど
の
肉
も
都
市

の
富
裕
層
に
売
れ
る
産
物
と
さ
れ
た
。

　

北
東

ア
ジ
ア
の
森
林
地
帯
に
求
め
ら
れ
た
資
源
は
、
近
世
以
前

か
ら
開
発
さ
れ
て
い
た
ご
く

一
部

の
鉱
山
を
除

い
て
は
、
基
本
的

に
は
動
植
物
資
源
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ま
た
生
態
資
源
で
も
あ

っ
た
。
野
林
厚
志
が
提
起
し
た
そ
の
定
義

に
よ
れ
ば
、
生
態
資
源
と

は

「あ

る
人
間
集
団
が
そ
の
生
活
圏
内

で
利
用
す
る
潜
在
性
を
持

っ
た
資
源
」
[野
林
　
二
〇
〇
四

"
二
三
六
]
で
あ
る
が
、
「あ
る

人
間
集

団
と
は
、
時
間
的
、
地
理
的
、
文
化
的
背
景
を
持

っ
た
存
在
」
(同
前
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
態
資
源
を
論
じ
る
に
は
、

「そ
れ
ら
を
利
用
し
て
き
た
集
団
が
持

つ
様
々
な
脈
絡
を
十
分
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
(同
前
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
北
東

ア
ジ
ア

で
古
く
か
ら
人
び
と
に
利
用
さ
れ
て
き
た
動
植
物
資
源
は
い
ず
れ
も
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
び
と
の
生
活
圏
あ
る
い
は
そ
の
社

会
的

.
文
化
的
文
脈

の
中
で
獲
得
さ
れ
、
利
用
さ
れ
た
資
源
だ

っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
生
態
資
源
と
定
義
づ
け
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「あ
る
人
間
集
団
」

の
範
囲
を
現
在
の
北
東
ア
ジ
ア
の
先
住
民
族

の
小
さ
な

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
限
定
せ
ず
、

ロ
シ
ア
や

中
国
、

日
本
と
い
っ
た
国
家

の
国
民

レ
ベ
ル
に
ま
で
拡
大
し
て
し
ま
え
ば
、
動
植
物
資
源
だ
け
で
な
く
、
国
家
事
業
と
し
て
採
掘
、

利
用
さ

れ
る
鉱
物
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
よ
う
な
も
の
も
生
態
資
源
に
含
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ら
も
た
と
え
ば

ロ
シ
ア
国

民
が
も

つ
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈

の
中

で
、
近
年
採
掘
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
採
掘
、
利
用

は
国
民

の
中
で
対
立
や
葛
藤
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
古
く
か
ら
動
植
物
資
源
を
中
・10

と
し
た
生
態
資
源
を
利
用
し
て

き
た
先
住

民
族
や
古

い
移
民
た
ち
と
、
鉱
物
資
源
や

エ
ネ

ル
ギ
ー
資
源
を
求
め
て
き
た
新
し
い
移
民
や
国
、
地
方

の
行
政
府
と
の
間

の
対
立
で
あ
る
。
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野
林
の
定
義
に
則
れ
ば
、
こ
の
対
立
に
は
、
人
間
集
団
が
有
す
る

「時
間
的
、
地
理
的
、
文
化
的
背
景
」
の
相
違
が
、
生
態
資
源

の
選
択
幅

の
相
違
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
北
東
ア
ジ
ア
の
場
合
、
そ
の
選
択
幅

に
は
資
源
の
種
類
と

し
て
明
ら
か
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
住
民
族
ら
が
利
用
し
て
き
た
資
源
で
は
自
然
の
循
環
に
沿

っ
て
再
生
産
さ
れ
、
人

間
の
利
用
に
よ

っ
て
消
耗
し
た
分
が
回
復
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
新
た
な
開
発
政
策
に
よ

っ
て
利
用
さ
れ
る
資
源
で
は
人
間
が

】
方
的
に
収
奪
す
る
の
み
で
、
消
耗
し
た
分
が
回
復
さ
れ
な
い

(あ
る
い
は
回
復
に
人
問
の
一
生
以
上
の
時
間
が
か
か
る
)
点
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
前
者
が
長
期
に
わ
た
る
持
続
的
な
利
用
が
可
能
な
資
源
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
れ
が
不
可
能
で
、
最
終

的
に
は
完
全
に
枯
渇
さ
せ
て
、
同
じ
資
源
を
求
め
て
別
の
土
地
を
探
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。

　
し
か
も
、
持
続
的
な
利
用
が
可
能
な
資
源
で
も
、
時
代
に
よ

っ
て
、
そ
の
利
用
の
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
先
住
民
族
な
ど
は
森

の
中
の
霊
的
な
存
在
と
の
駆
け
引
き
の
中
で
事
実
上
長
期
的
な
資
源
利
用
を
実
現
し
て
い
た
の
に

対
し
て
、
近
代
以
降
は
人
間
が
自
然
か
ら
の
自
立
を
志
向
し
た
。
す
な
わ
ち
、
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な

っ
た

「科
学
技
術
」

の
力

を
使

っ
て
自
然
を
ね
じ
伏
せ
、
人
間

の
支
配
下

に
置
き
、
人
間
側
の
需
要
あ
る
い
は
恣
意
的
な
欲
望
を
自
然
の
法
則
に
優
先
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
動
植
物
資
源
の
増
減
は
あ
く
ま
で
も
自
然
の
法
則
に
依
拠
す
る
た
め
に
、
人
間
は
消
費
者

の
需
要
と
供
給
者
の
生
産
能

力
と
自
然
の
再
生
産
力

の
三
者
の
均
衡
を

い
か
に
と
る
か
に
腐
心
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
近
代
以
降
の
人
間
は
そ
の
均
衡

を
自
ら
の
手
で
積
極
的

に
調
整
し
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
、
高
く
売
れ
そ
う
な
毛
皮
獣
を
他
の
地
域
か
ら
移
入
し
た
り
、
材
木
と

し
て
高
く
売
れ
る
樹
種
を
集
中
的

に
植
え
て
人
工
的
に
増
や
し
た
り
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
た
。

　
持
続
的
な
利
用
が
不
可
能
な
資
源
の
利
用
方
法
も
こ
の
新
し
い
資
源
利
用
の
考
え
方

に
準
拠
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
近
代
以
降

の
潮
流
は
近
世
ま
で
保
た
れ
た
自
然
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
り
、
短
期
的
に
も
長
期
的
に
も
利

用
す
る
資
源
の
劣
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
反
動
あ
る
い
は
反
省
と
し
て

「自
然
保
護
」
や

「持
続
的
資
源
利
用
」
と
い
う
考
え
方

が
改
め
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
近
代
と
い
う
時
代
を
、
時
間
を
か
け
て
成
熟
さ
せ
て
き
た
先
進
諸
国
で
は
、
劣
化
も
進
ん
だ
が
、
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そ
の
反
省
に
た

っ
た
自
然
の
回
復
も
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
市
場
原
理
と
競
争
原
理
を
前
面

に
押
し
出
し
た
資
本
主
義
経
済
が
全

世
界
を
席
巻
し
た
グ

ロ
ー
バ
ル
時
代
を
迎
え
た
今
日
で
は
、
短
期
的
な
利
益
を
求
め
る
あ
ま
り
、
近
代
と

い
う
時
代
を
成
熟
さ
せ
る

時
間
が
な
く
、
資
源
に
対
す
る
保
護
意
識
や
持
続
的
な
利
用
に
対
す
る
意
識
も
育
た
な
か
っ
た
地
域
に
、
飽
く
な
き
欲
望
が
集
中
豪

雨
的

に
押
し
寄
せ
て
い
る
。

　
本
稿

で
は
、
北
東
ア
ジ
ア
の
森
林
資
源
の
利
用
の
歴
史
を
、
近
代
以
前
か
ら
グ

ロ
ー
バ
ル
時
代
と
い
わ
れ
る
今
日
ま
で
た
ど
り

つ

つ
、
そ
れ
が
包
含
す
る
諸
問
題
の
中
か
ら
、
国
家
あ
る
い
は
地
域
レ
ベ
ル
の
政
治
権
力
と
経
済
機
構

の
介
入
が
も
た
ら
す
影
響
に

つ

図1　 ロシア極東地方南部

165　 　資源人類学07生 態資源 と象徴化



い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
地
域
的

に
は
日
本
も
含
ま
れ
る
北
東

ア
ジ
ア
地
域
の
中
か
ら
、
筆
者
が
調
査
を
続
け
て
き
た

ロ
シ
ア
連
邦

沿
海
地
方
か
ら

ハ
バ

ロ
フ
ス
ク
地
方
南
部

(あ
る
い
は
ロ
シ
ア
極
東
地
域
南
部
)
に
か
け
て
の
森
林
地
帯
を
取
り
上
げ
る

(図
1
)。

こ
こ
で
扱
う
諸
問
題
と
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
覆

っ
た
政
治
経
済
体
制
が
、
前
近
代
か
ら
近
代
、
そ
し
て
現
代

へ
と
変
遷
し
て
い
く

過
程
で
、
そ
の
森
林
資
源
の
利
用
方
法
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
変
化
は
い
か
な
る
要
因
に
よ

っ
て
引
き
起

こ

さ
れ
た

の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
結
果
今
日
の
森
林
資
源
利
用
状
況
に
い
か
な
る
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
何
を
す
れ

ば
よ

い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
政
治
史
、
経
済
史
、
法
制
史
、
あ
る
い
は
森
林
開
発
史
な
ど
の
比
較
的

マ
ク

ロ
な
視
点
、

あ
る
い
は
国
家

レ
ベ
ル
の
視
野
か
ら

の
分
析
が
す
で
に
あ
る

n山
根
　
二
〇
〇
六

"
柿
澤
　
二
〇
〇
六

"
柿
澤

・
山
根
　
二
〇
〇
三

嚇

ω
冨
ぎ
ひq
餌
自

・。8
0P

・。
8
0σ
]。
国
家
あ
る
い
は
地
方
自
治
体

レ
ベ
ル
で
の
問
題
の
解
決
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ

れ
だ
け
で
は
森

に
暮
ら
す
住
民
が
抱
え
る
諸
問
題
の
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
国
家

レ
ベ
ル
、
地
方
行
政
レ
ベ
ル
の
視
点
で
は
、

森
に
暮
ら
す
人
び
と
の
実
生
活
が
抱
え
る
細
か
な
問
題
、
た
と
え
ば
、
最
近
ア
カ
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
大
型
の
獲
物
が
減

っ
た
、

自
分
に
割
り
当

て
ら
れ
た
猟
場
で
ク
ロ
テ
ン
が
捕
れ
な
く
な

っ
た
、
ク

マ
の
冬
眠
穴
を
見

つ
け
た
の
に
第
三
者
に
横
取
り
さ
れ
た
な

ど
と
い

っ
た
問
題
は
細
か
す
ぎ
て
視
野

に
入

っ
て
こ
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
地
元
で
は
深
刻
だ
が
、
国
や
行
政
レ
ベ
ル
で
は
無
視

さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
大
き
な
問
題
の

一
部
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
カ
シ
カ
の
よ
う
な
大

型
の
獲
物
が
な
か
な
か
捕
れ
な
く
な

っ
た
背
景
に
、
絶
滅
危
惧
種
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
ト
ラ
が
、
森

の
伐
採
で
す
み
か
を
失

っ

て
人
間
の
猟
場

に
入
り
込
み
、
ア
カ
シ
カ
を
め
ぐ

っ
て
猟
師
と
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
な

っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
ト
ラ
の
保
護

か
人
間
の
安
全
か
と
い
う
深
刻
な
問
題

に
つ
な
が

っ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
問
題
を
扱
う
た
め
に
は
、
行
政
が
揃
え
る
統
計
や
自
然
科
学
者
の
調
査
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
デ
ー
タ
の
分

析
だ
け
で
な
く
、
森
の
住
民

(そ
こ
に
は
先
住
民
族
だ
け
で
な
く
近
代
以
降
こ
の
地
域
に
新
た
に
住
み
着
い
た
移
民
の
子
孫
も
含
ま
れ
る
)
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の
言
説

や
主
張
を
基
本
資
料
と
す
る
、
住
民
側

の
視
線
や
視
点
を
生
か
し
た
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
の
研
究
が
欠
か
せ
な
い
。
本
稿

で
は
、

一
九
九

五
年
以
来
調
査
を
続
け
て
き
た
ビ
キ
ン
川
流
域

(ウ
ス
リ
ー
川
の
支
流
の
一
つ
で
、
行
政
的
に
は
ロ
シ
ア
沿
海
地
方
ポ
ジ
ャ
ー
ル

地
区
に
含
ま
れ
る
)
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
暮
ら
す
先
住
民
族

の
視
点
や
視
野
を
生
か
し
た
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
分
析
を
試

み
た

い
。
先
住
民
族
の
視
点
か
ら
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
は
す
で
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ー
ク
の
民
族
学
者

に
よ
る
研
究
所
や
報
告
書
が

あ
り
、
現
代

の
先
住
民
族

の
諸
問
題
を
鋭
く
え
ぐ

っ
て
い
る

[ω
富
『訂
Φ
<
NO8
P

・。8
0σ
"
・。8
0P

・。8
0
辞

bd
Φ
お
§
詳
ω巨

NO
O食

8
9

ω
鋤ヨ
鎚

・。08
]。
本
稿
で
は
彼
ら
の
研
究
を
生
か
し
つ
つ
、
よ
り
歴
史
深
度
を
掘
り
下
げ
て
、
問
題
の
核
心
に
迫

っ
て
い
き
た

い
。

　
時
代

区
分
は
、
こ
の
地
域
に
近
代
と
い
う
時
代
が
到
来
し
た
十
九
世
紀
半
ば

(
一
八
六
〇
年
代
)
を
境
と
し
て
、
「前
近
代
」
と

「近
代
」

に
区
分
し
、
さ
ら
に
、
ソ
連
崩
壊
に
よ
る

「冷
戦
」
の
終
結
と
情
報
技
術

(I
T
)
の
飛
躍
的
発
展
に
よ

っ
て
世
界
中
に

市
場
原
理
に
基
づ
く
資
本
主
義
経
済
が
拡
大
し
た

一
九
九
〇
年
代
よ
り
後
の
時
代
を

「グ

ロ
ー
バ
ル
時
代
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
す

る
。

一
八
五
〇
年
代
に
ロ
シ
ア
が
ア
ム
ー
ル
川
流
域
と
サ

ハ
リ
ン
に
植
民
地
建
設
を
始
め
、

一
八
六
八
年
に
日
本
が
明
治
維
新
を
迎

え
た
と

こ
ろ
で
、
北
東
ア
ジ
ア
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
は
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
も
ア
ジ
ア
の
中
で
は
比
較
的
早
く
近
代
化
の
波
を
か
ぶ

っ

た
。
そ
し
て
そ
れ
以
前

の
時
代
と
は
全
く
異
な
る
政
治
的

・
経
済
的
条
件

の
下
で
森
林
資
源
の
新
し
い
利
用
が
始
ま

っ
た
。
そ
し
て
、

二
十
世
紀
末
に

「冷
戦
時
代
」
と
い
う
半
世
紀
近
く
続

い
た
安
定
し
た
世
界
秩
序
が
崩
壊
し
た
と
き
、
「グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」

と
呼
ば

れ
る
奔
流
が
再
び
北
東
ア
ジ
ア
を
襲
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
本
稿
で
扱
う
地
域
で
は

一
八
六
〇
年
前
後
と

一
九
九

〇
年
前
後

に
時
代
を
画
す
線
を
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
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一　

前
近
代

に
お
け
る
動
植
物
資
源

の
利
用

へ
の
権
力

の
介
入

　
前
近
代
時
代
、
す
な
わ
ち
、

一
八
五
八
年

の
ア
イ
グ

ン
条
約
と

一
八
六
〇
年
の
北
京
条
約
で
ア
ム
ー
ル
川
流
域
や
現
在
の
沿
海
地

方

に
当
た
る
地
域
を
帝
政

ロ
シ
ア
が
領
有
す
る
よ
う
に
な
る
以
前
か
ら
、
ビ
キ
ン
川
流
域
を
居
住
地
あ
る
い
は
生
業
活
動

の
領
域
と

し
て
利
用
し
て
い
た
の
は
、
今
日

「先
住
民
族
」
と
呼
ば
れ
る
ナ
ー
ナ
イ
、
ウ
デ

へ
と
い
っ
た
人
び
と
の
祖
先
た
ち
で
あ
る
。
ナ
ー

ナ
イ
は
主
に
ア
ム
ー
ル
川

の
本
流
域
と
そ
こ
に
流
れ
込
む
支
流

(松
花
江
、
ウ
ス
リ
ー
川
、
ク
ル
・
ウ
ル
ミ
川
、
ア
ニ
ュ
イ
川
、
ボ

ロ
ン

湖
、
フ
ン
ガ
リ
ー
川
、
ゴ
リ
ン
川
な
ど
)
の
流
域
を
居
住
地
と
し
て
い
た
人
び
と
で
、
ウ
デ

へ
は
主
に
ウ
ス
リ
ー
川
に
流
れ
込
む
支
流

(ホ
ル
川
、
ビ
キ
ン
川
、
イ
マ
ン
川
な
ど
)
や
日
本
海

に
流
れ
込
む
河
川

(サ
マ
ル
ガ
川
、
ヨ
ー
ジ

へ
川
な
ど
)
の
流
域
を
居
住
地
と
し

て
い
た
人
び
と
で
あ
る
。
ビ
キ
ン
川
流
域
で
は
ウ
デ

へ
が
中
上
流
域

の
森
林
地
帯

で
狩
猟
に
重
点
を
置

い
た
生
活
を
し
て
い
た
の
に

対
し
て
、
ナ
ー
ナ
イ
は
主

に
下
流
か
ら
ウ
ス
リ
ー
川
の
方
で
漁
携
中
心
の
生
活
を
し
て
い
た
。
彼
ら
は
と
も
に
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
言

語
を
固
有
言
語
と
す
る
。

　

ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
や
沿
海
地
方
を
含
め
、
現
在

の
ロ
シ
ア
極
東
地
方
南
部
は

一
八
六
〇
年
ま
で
は
基
本
的
に
中
国
を
中
心
と
し

た
東
ア
ジ
ア
世
界
の

一
員
で
あ

っ
た
。
こ
の
地
域

に
関
す
る
情
報
は
古
く
唐
代
か
ら
知
ら
れ
る
が
、
十
～
十
二
世
紀

に
か
け
て
は
、

契
丹
の
遼
王
朝
や
女
真

の
金
王
朝
の
勢
力
下
に
入
り
、
十
三
～
十
四
世
紀

に
は
モ
ン
ゴ
ル
の
元
王
朝

(中
国
王
朝
と
し
て
は

一
二
七

一

～

一
三
六
八
年
)
の
支
配
を
受
け
た
。
そ
の
中
で
も
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
は
こ
の
地
域

の
そ
の
後
の
政
治
経
済
状
況

の
基
礎
と
な

っ
た
。

　
元
が
確
立
し
た
毛
皮
朝
貢
を
柱
と
す
る
支
配
方
式
は
、
そ
の
後
明

(
一
三
六
八
～

一
六
四
四
年
)、
清

(
一
六

一
六
～

一
九

一
二
年
)

と
北
京
を
首
都
に
し
て
栄
え
た
中
国
の
巨
大
王
朝

に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
こ
と
に
十
七
世
紀
か
ら

一
八
六
〇
年
ま
で
二
〇
〇
～
二
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五
〇
年

に
わ
た

っ
て
続

い
た
清
王
朝

の
支
配
は
、
近
代
以
降
の
ナ
ー
ナ
イ
や
ウ
デ

へ
の
社
会
構
造
や
文
化
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ

し
た

[
佐
々
木
　

一
九
九
〇
a
、

一
九
九
〇
b
、

一
九
九

一
]
。
彼
ら
が
帝
政

ロ
シ
ア
の
支
配
下
に
入

っ
て
い
た
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十

世
紀
初
頭

に
彼
ら
を
調
査
し
た
ー

・
A

・
ロ
パ
ー
チ
ン
や
V

・
K

・
ア
ル
セ
ー

ニ
エ
フ
な
ど
の
民
族
学
者
が
目
撃
し
た
の
は
、
清
王

朝
支
配
持
代
に
築
か
れ
た
社
会
や
文
化
の
崩
壊
過
程
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
清
の
支
配
の
基
本
は
毛
皮
朝
貢
に
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
住
民
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
毛
皮

の
献
上
で
は
な
く
、
堅
固

に
組

織
化
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
毛
皮
を
貢
納
す
る
者
は
あ
ら
か
じ
め
登
録
さ
れ
て
い
て
、
毎
年
定
期
的
に
ク

ロ
テ
ン
の
毛
皮

(　

皮
)
を
清
に
納
め
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
時
代
の
毛
皮
貢
納

の
単
位
は

「戸
」
(満
洲
語
で
は
び
。
。
)
と
呼
ば
れ
る

世
帯
で
あ
る
。
こ
の
戸
は
さ
ら
に
村

(ひq
鋤ω冨
口
)
に
編
成
さ
れ
、
村
は
氏
族

(ず
巴
鋤
)
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
村
、
氏
族

に

は
そ
れ
ぞ
れ
ガ
シ
ャ
ン

・
ダ

(αq鋤
ω冨
口
9
)、

バ
ラ

・
イ

・
ダ

(げ
巴
p
一
審
)
と
呼
ば
れ
る
長
が

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
や

一
族
を

代
表
し
て
毛
皮
を
貢
納
す
る
た
め
に
、
清
朝
の
役
所
が
置
か
れ
た
町

(牡
丹
江
中
流
に
あ

っ
た
寧
古
塔

〈Z
ぎ
ひq讐
富
〉
や
牡
丹
江
と
松

花
江
の
合
流
地
点
に
あ
っ
た
三
姓

合
き

げ
巴
鋤
〉
)
や
そ
の
出
張
所
が
置

か
れ
た
村

(キ
ジ
湖
の
ア
ム
ー
ル
川

へ
の
出
口
に
あ

っ
た
キ
ジ
村

や
そ
の
上
流
に
あ
っ
た
デ
レ
ン
村
な
ど
)
ま
で
出
か
け
て
く
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

　
ち
な
み
に
、
ビ
キ
ン
川
流
域
の
ウ
デ

へ
が
具
体
的
に
中
国
の
史
料
に
登
場
す
る
の
は
、

一
六
九
九
年
ら
し
い
。
そ
の
年
か
ら

一
七

〇
八
年

に
か
け
て
十
年
間
毛
皮
朝
貢
を
行

っ
た
と
い
う

[松
浦
　

一
九
九
七

"
二

]。
ま
た
、

一
七
三
二
年

に
実
施
さ
れ
た
最
後

の

新
満
洲

八
旗
の
編
成
時

に
ビ
キ
ン
川
に
い
た
ウ
デ

へ
の
有
力
者
ら
し

い
人
物
が
仲
間
を
率

い
て
八
旗

に
参
加
し
て
い
る

[松
浦
　

一

九
九
七

二

五
]。
そ
の
後
ビ
キ
ン
川
流
域
の
人
び
と
が
毛
皮
貢
納
を
続
け
た
か
ど
う
か
は
史
料
上
で
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
ウ

デ

へ
の
祖
先
で
あ
る
沿
海
地
方
に
い
た
キ
ヤ
カ
ラ
と
呼
ぼ
れ
る
人
び
と
は
毛
皮
貢
納
民
と
し
て
登
録
さ
れ
、
キ
ヤ
カ
ラ
と
バ
ン
ジ
ル

ガ
ン
の
二
つ
の
バ
ラ

(氏
族
)
に
組
織
さ
れ
、
四
十
五
戸
が
二
年
に

一
度
、

一
戸
あ
た
り
二
枚

の
毛
皮
を
貢
納
し
た
と
記
録
さ
れ
て

　
(1
)

い
る
。
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毛
皮
貢
納
民
に
登
録
さ
れ
た
人
び
と
が
貢
納
す
る
も
の
は
基
本
的
に
ク
ロ
テ
ン
の
毛
皮
で
あ
る
。

一
戸
あ
た
り
毎
年

一
枚
を
貢
納

す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
貢
納
し
た
者
に
は
恩
賞
が
下
賜
さ
れ
た
。
恩
賞

の
内
容
は
基
本
的
に
は
青
地
の
木

綿

の
衣
服
や
反
物
だ

っ
た
が
、
ガ
シ
ャ
ン

・
ダ
や

バ
ラ

・
イ

・
ダ
に
は
絹
織
物
の
官
服
も
支
給
さ
れ
た
。
特

に
後
者
に
は
竜
が
刺
繍

さ
れ
た
官
服
が
支
給
さ
れ
、
そ
れ
は
毛
皮
貢
納
民
の
地
元
で
も
ス
テ
イ
タ
ス

・
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
た
。

　
清
は
、
そ
れ
を
築
い
た
満
洲
自
身
が
ク
ロ
テ
ン
の
毛
皮
を
明
朝
に
貢
納
す
る
毛
皮
貢
納
民
だ

っ
た
た
め
に
、
北
京
に
お
け
る
ク
ロ

テ
ン
の
毛
皮
の
需
要
の
高
さ
と
そ
の
戦
略
的
な
重
要
性
を
熟
知
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
ク
ロ
テ
ン
の
産
地
で
あ
る
ア
ム
ー
ル
川

流
域

か
ら
沿
海
地
方
、
サ
ハ
リ
ン
の
先
住
民
の
存
在
を
重
視
し
た
。
十
七
世
紀
中
期
に
は
そ
こ
の
領
有
を
め
ぐ

っ
て
ロ
シ
ア
と
武
力

衝
突
ま

で
し
た
こ
と
か
ら
、
と
り
わ
け
こ
の
地
域
の
確
保

に
全
力
を
注
ぎ
、
ク
ロ
テ
ン
の
毛
皮

の
価
格
を
高
く
見
積
も
り
、
貢
納
民

に
高

い
地
位
を
与
え
、
多
大
な
恩
賞
を
支
給
し
た
。

　
ま
た
、
こ
れ
も
満
洲
た
ち
が
明
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
時
代
以
来
の
慣
習
だ

っ
た
が
、
毛
皮
貢
納
民
に
満
洲
八
旗

(清
朝
の

軍
政
の
基
本
単
位
と
な
っ
た
軍
団
)
の
軍
団
を
支
配
す
る
皇
族
や
高
官
た
ち
と
縁
戚
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
許
し
た
。

一
定
数
の
ク

ロ
テ

ン
や
ギ

ン
ギ
ツ
ネ
の
毛
皮
を
納
め
た
者
に
高
官
の
娘

(実
際
に
は
養
女
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
)
を
降
嫁
さ
せ
、
そ
の
高
官

の
親

戚
と
し

て
の
待
遇
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
ギ
ン
ギ
ツ
ネ
の
毛
皮
や
そ
れ
で
作
ら
れ
た
衣
類
の
ほ
か
、
ク
ロ
テ
ン
の
毛

皮
三
〇

四
枚
な
ど
大
量

の
毛
皮
を
納
め
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
が

[遼
寧
省
棺
案
館
ほ
か
　

一
九
八
四

H
四
〇

一
]、
そ
の
後
は
満

洲
の
高

官
と
同
じ
く
竜
紋
を
施
し
た
官
服
や
ク
ジ
ャ
ク
の
羽
飾
り
を
付
け
た
帽
子
を
着
用
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
毎
年

支
給
さ
れ
た
。
そ
の
地
位
は
氏
族

の
長
で
あ
る

バ
ラ

・
イ

・
ダ
以
上
だ

っ
た
と
い
う
。

　
さ
ら

に
元
明
時
代
以
来
の
朝
貢
制
度
の
伝
統

の

一
環
と
し
て
、
朝
貢

の
義
務
が
課
さ
れ
た
者
に
は
、
交
易
の
権
利
も
与
え
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
寧
古
塔
、
三
姓
と
い
っ
た
町
ま
で
毛
皮
貢
納

に
出
向
い
た
者

に
は
、
そ
こ
で
の
中
国
商
人
と
の
商
取
引
が
許
さ
れ
た
。

ク
ロ
テ

ン
以
外
で
は
カ
ワ
ウ
ソ
、
ギ

ン
ギ
ツ
ネ

(黒
狐
)
の
毛
皮
が
宮
廷
の
毛
皮
と
さ
れ
、
民
間
人
の
取
引
は
禁
じ
ら
れ
た
が
、
テ

ilo資源 の社会的 コン トロール と権力の介入



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

ン

(黄
　
)、
ア
ナ
グ

マ
な
ど
は
民
間
人

の
取
引
が
許
さ
れ
て
い
た
。
毛
皮
貢
納
民
た
ち
は
特
別
な
許
可
を
得

て
や

っ
て
き
た
中
国

の
商
人

た
(娩
に
こ
れ
ら
の
毛
皮
を
売
り
・
絹
織
物
や
綿
織
物
、
酒
、
煙
草
、
キ
セ
ル
、
ガ
ラ
ス
玉
、
鍋
、
粟

・
稗
な
ど
の
雑
穀
、
大

豆

・
小

豆
な
ど
の
食
料
を
仕
入
れ
た

[中
村
　

一
八
〇

=

一
九
～
二
〇
]。
そ
れ
ら
が
、
恩
賞

で
与
え
ら
れ
る
品
々
と
と
も
に
、
彼

ら
の
地
元
で
の
商
取
引
の
材
料
と
な
る
と
同
時
に
、
彼
ら
の
文
化
を
彩

っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。

　
そ
の
よ
う
な
政
治
的

・
経
済
的
な
事
情
か
ら
、
ア
ム
ー
ル
川
流
域
や
沿
海
地
方
、
サ
ハ
リ
ン
の
住
民
に
と

っ
て
、
ク
ロ
テ
ン
を
は

じ
め
と
す
る
毛
並
み
の
美
し
い
動
物
を
ね
ら
う
狩
猟
活
動
が
、

こ
の
時
代
に
は
彼
ら
の
生
産
活
動
の
中
で
す
で
に
き
わ
め
て
重
要
な

地
位
を
占
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
狩
猟
技
術
で
は
毛
皮
を
完
壁
な
状
態
で
捕
ら
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
が
発
達
し
た
。

　
特
に
ク
ロ
テ
ン
と
ギ

ン
ギ
ツ
ネ

に
つ
い
て
は
そ
れ
が
強
く
求
め
ら
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
毛
皮
は
皇
帝
や
そ
の

一
族
に

対
す
る
献
上
品
で
あ
り
、
神
聖
な
皇
帝

に
は
完
壁
な
も
の
が
要
求
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
毛
皮
を
極
力
痛
め
な
い
で

捕
獲
す
る
方
法
が
発
達
し
た
。
毛
皮

に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
最
大
の
要
因
は
、
捕
え
ら
れ
た
動
物
が
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
あ
る
い
は

苦
痛

の
た
め
に
の
た
う
ち
回
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
捕
え
た
後

に
動
物
が
動
き
回
れ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
た

め
に
は

で
き
る
だ
け
即
死
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
即
死
で
な
く
て
も
動
け
な
い
よ
う
に
押
さ
え
込
む
か
毛
皮
に
傷
を
付
け
そ
う
な
も
の

か
ら
隔
離
し
て
し
ま
え
ば
よ

い
。
さ
ら
に
捕
え
る
方
法
も
、
刺
突
や
射
撃

で
は
毛
皮

に
穴
を
開
け
て
し
ま
う
た
め
、
殴
る
、
押
さ
え

込
む
、
絞
め
る
、
空
中
に
吊
す
、
水
で
お
ぼ
れ
さ
せ
る
な
ど
の
方
法
が
取
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
ク

ロ
テ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
毛
皮

獣
を
捕
え
る
た
め
の
狩
猟
用
具
と
し
て
罠
類
が
発
達
し
、
そ
れ
も
重
力
式
罠

(α
Φ
巴

♂
目
嘗
巷
)
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
丸

太
を
身
体
の
上

に
落
と
し
て
撲
殺
し
た
り
、
押
さ
え
込
ん
だ
り
し
て
捕
ら
え
れ
ば
、
罠
に
よ

っ
て
毛
皮
に
傷
を
付
け
る
こ
と
が
少
な

く
、
ま
た
、
獲
物
が
罠
に
か
か

っ
た
後
に
暴
れ
回

っ
て
毛
皮
を
だ
め
に
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
の
次
に
よ
く
使
わ
れ
る
の
が
輪
で
あ

る
。
輪

で
体
の

一
部
を
引

っ
か
け
て
空
中

に
吊
し
た
り
、
水
中
に
落
と
し
た
り
し
て
捕
獲
す
る
。
空
中
や
水
中
な
ら
ば
多
少
暴
れ
て

も
毛
皮

に
傷
は
付
き
に
く

い
。
木
の
洞
な
ど

に
逃
げ
込
ん
だ
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
場
合

に
は
、
煙
で

い
ぶ
し
だ
し
て
網

(ネ
ッ
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ト
)
に
追

い
込
ん
で
捕
ら
え
る
。

　
筆
者
が
ビ
キ
ン
川
流
域
の
ウ
デ

へ
の
猟
師
と
調
査
を
し
た
時

に
復

元
し
て
も
ら

っ
て
観
察
し
た
、

い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
罠
は
い
ず
れ
も

右
記
の
方
法
で
動
物
を
捕
ら
え
る
も
の
だ

っ
た
。
そ
こ
で
調
査
さ
れ

た
ド
ゥ
イ

(写
真
2
)、
カ
フ
ァ
リ
、
ラ
ギ
、

ハ
ダ

ナ
は

い
ず

れ
も

重
力
式
の
罠
で
、
重

い
丸
太
を
獲
物

の
身
体
の
上
に
落
と
し
て
撲
殺

す
る
罠
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
カ
と
呼
ば
れ
る
輪
は
ク

ロ
テ
ン
を
水
中

に
引
き
込
ん
だ
り
、
空
中

に
吊
し
た
り
し
て
捕
ら
え
る
も
の
で
あ
り
、

ニ
ョ
・
ア
ジ
リ

ニ
は
ク
ロ
テ
ン
を
捕
ら
え
る
た
め
に
開
発
さ
れ
た
細

　
　
　
　

(4
)

長
い
網
で
あ
る
。
網
に
つ
い
て
は
、
十
七
世
紀
末
か
十
八
世
紀
初
頭

に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
楊
賓

の

『柳
辺
紀
略
』
に
そ
の
こ
と

が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
清
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実

で
あ

る

[楊
　

一
九
八
五

日
二
五
三
]。
ウ
デ

へ
の
伝
統
的
罠

で
唯

一
毛
皮

に
傷
が
入

っ
て
し
ま
う

こ
と
を

い
と
わ
ず
使
わ
れ
た
の
が
自
動
弓

(セ
グ
ミ
)
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
頭
や
首
な
ど
穴
が
目
立
た

な
い
箇
所
で
か
つ
致
命
傷
を
与
え
ら
れ
る
場
所
に
矢
を
打
ち
込
む
よ

う
に
工
夫
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
自
動
弓
も

『皇
清
職
貢
図
』
(巻
三

の

「七
姓
」)
に
描

か
れ
て
い
る
よ
う

に
、
遅
く
と
も
十
八
世
紀
中

期
に
は
松
花
江
や
ウ
ス
リ
ー
川
の
流
域

で
使
わ
れ
て
い
た
罠
で
あ
る

i7a資源の社会 的コン トロール と権 力の介入



[傅
恒
等
　

一
七
五

一
"
二
五
二
]。

　
前
近
代
時
代
に
は
質
に
つ
い
て
極
度
に
高

い
も
の
が
求
め
ら
れ
た
代
わ
り
に
、
量
的

に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
捕
る
必
要
は
な
か

っ
た
。

と
い
う

の
は
、
貢
納
用
に
は
毎
年

一
戸
あ
た
り

一
枚
の
ク
ロ
テ
ン
の
毛
皮
を
用
意
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ク

ロ
テ
ン
は
民
間

の
取
引

で
は
扱
え
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る

(闇
取
引
は
あ

っ
た
と
予
想
さ
れ
る
が
)。
し
か
も
、
清
朝

の
政
府
は
ア
ム
ー
ル
川
流
域

と

沿
海
地

方
、
サ
ハ
リ
ン
の
毛
皮
貢
納
民
の
数
を

一
七
五
〇
年

に
二
一二
九
八
戸
で
固
定
し
て
し
ま
っ
た

[遼
寧
省
棺
案
館
ほ
か
　

一
九
八

四

"
四
六
〇
]。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
地
域
で
毎
年
用
意
す
べ
き
ク

ロ
テ
ン
の
枚
数
に
は
限
度
が
あ
り
、
近
代
以
降

の
よ
う

に
際

限
な
く
生
産
量
を
増
や
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
ク

ロ
テ
ン
が
政
治
的
な
戦
略
物
資
と
さ
れ
、
朝

貢
制
度
を
使

っ
て
中
央
政
府
が
独
占
的
に
集
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
の
他

の
動
物
の
毛
皮
類
も
商
取
引

の
対
象

と
さ
れ

て
、
自
給
用
に
捕
獲
さ
れ
る
以
上

に
捕
獲
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
以
降

に
比
べ
て
資
源
の
劣
化
が
進
ま
な
か

っ
た
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。

　
も
う

一
つ
資
源
の
劣
化
が
進
ま
な
か

っ
た
理
由
に
、
森
を
利
用
し
て
い
た
人
び
と
の
、
資
源
に
対
す
る
考
え
方
も
あ
る
。

　
近
代

以
前
か
ら
こ
の
地
域
を
居
住
地
、
活
動
領
域
と
し
て
き
た
人
び
と
に
、
自
分
た
ち
が
利
用
し
て

い
る
森

の
動
植
物
が

「資

源
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
ウ
デ

へ
に
せ
よ
ナ
ー
ナ
イ
に
せ
よ
、
狩
猟
で
得
ら
れ
る
森
の
動
物

も
、
漁

携
で
得
ら
れ
る
川
の
魚
も
、
採
集
で
得
ら
れ
る
ベ
リ
ー
や
木
材
や
白
樺
の
樹
皮
な
ど
の
植
物
性

の
素
材
も
す

べ
て

「
主
」

(ウ
デ

へ
語
、
ナ
ー
ナ
イ
語
、
満
洲
語
と
も
に

「
エ
ジ
ェ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
)
と
呼
ば
れ
る
観
念
上

の
支
配
者
の
所
有
物

で
あ
り
、
互
酬

関
係
が
成
立
す
る
こ
と
で
主
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
主

へ
の
適
切
な
対
応

(定
期
的
に
供
物
を
捧
げ
る
、
必
要
と
さ
れ
る

以
上
の
過
剰
採
取
、
過
剰
狩
猟
を
し
な
い
)
に
対
す
る
対
価
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
動
物
も
魚
も
植

物
も
全

て
主
か
ら
の
贈
り
物
あ
る
い
は
恵
み
な
の
で
あ
る

[佐
々
木
　
二
〇
〇
四

"
二
二
六
]。

　

ウ
デ

へ
や
ナ
ー
ナ
イ
の
世
界
観

で
は
、
森

の
世
界
に
は
森

の
動
植
物
を
支
配
す
る
主
が
お
り
、
猟
師
の
前

に
動
物
を
送
り
込
ん
で
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き
て
く
れ
る
猟
運
の
主
が

い
て
、
さ
ら
に
人
間
に
悪
意
を
持

っ
た
霊

的
な
存
在
も
隠
れ
て
い
た
。
猟
師
は
主
の
恩
恵
を
受
け
、
敵
対
す
る

霊

の
攻
撃
を
か
わ
し
、
動
物
た
ち
の
鋭

い
感
覚

の
裏
を
か
き
な
が
ら

狩
猟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
狩
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま

な
儀
礼
を
行
い
、
禁
忌

(タ
ブ
ー
)
を
守

っ
た
。
た
と
え
ば
、
ビ
キ

ン
川
の
ウ
デ

へ
の
場
合
に
は
、
森
に
狩
に
出
向
く
前
に
は
、
そ
の
入

り
口
で
、
モ
ミ
の
木
の
幹
に
三
角
形
の
印
を
刻

み
、
そ
れ
を
猟
運
を

支
配
す
る

「主
」
に
見
立
て
て
、
そ
の
前
に
小
さ
な
卓
を
置
き
、
簡

単
な
料
理
と
酒
を
供
え
て
、
土
下
座
す
る
よ
う
に
お
辞
儀
を
し
な
が

ら
猟
運
を
祈

っ
た
。
か
つ
て
は
ビ
キ
ン
川
流
域

の
あ
ち
こ
ち
に
小
さ

な
集
落
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
集
落
に
は
必
ず
森

へ
の
入
り
口
を
示

す
よ
う
に
大
き
な
木
が
立

っ
て
い
て
、
そ
こ
が
猟
運
の
主

に
祈
り
を

捧
げ
る
場
と
さ
れ
た
。

　
現
在

で
も
そ
れ
に
類
す
る
慣
習
は
残
さ
れ
て
い
る
。
現
在

で
は
人

び
と
は
ク
ラ
ー
ス
ヌ
ィ

・
ヤ
ー
ル
と
い
う
社
会
主
義
時
代

に
建
設
さ

れ
た
集
住
村
に
集
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
猟
場

の
森
か
ら
離
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
そ
の
入
り
口
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
ビ
キ
ン
川
流
域

で
最
も

重
要
な
聖
地
と
さ
れ
る
岩
場
が
あ
る
。
ス
ワ
ン
タ
イ

こ
・＼
オ

(写
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ら
　

3
)
と
呼
ば
れ
る
そ
の
岩
場
に
は
川
面
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
登

っ
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た
と
こ
ろ
に
人
が

一
人
座
れ
る
ほ
ど
の
広
さ
の
テ
ラ
ス
が
あ
り
、
そ
こ
に
小
さ
な
家
型
の
祠
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
祠
の
中
は
儀
式

用
の
小
さ
な
グ
ラ
ス
が

一
つ
お
い
て
あ
る
だ
け
で
空
だ
が
、
そ
こ
が
ビ
キ
ン
川
流
域
全
体

の
森
の
猟
運
を
支
配
す
る
ラ
オ

・
バ
ト
ゥ

と
呼
ば

れ
る
主
に
祈
り
を
捧
げ
る
場
と
さ
れ
て
い
る
。
テ
ラ
ス
の
下
に
は

一
本
の
細

い
木
が
伸
び
て
い
て
、
そ
こ
に
は
こ
の
主

に
贈

ら
れ
た
布
き
れ
な
ど
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。

　
ク
ラ
ー
ス
ヌ
ィ

・
ヤ
ー
ル
か
ら
ビ
キ
ン
川
の
上
流
に
広
が
る
広
大
な
村

の
猟
場
に
向
か
う
と
き
に
は
必
ず
ボ
ー
ト
を
こ
の
ス
ワ
ン

タ
イ

こ
・＼オ
の
崖
の
麓
に
寄
せ
て
、
ラ
オ

・
バ
ト
ゥ
に
挨
拶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
代
表
者
が
テ
ラ
ス
に
登
り
、
祠

の
前

に
ウ
ォ
ッ
カ
を
注

い
だ
グ
ラ
ス
と

一
切
れ
の
パ
ン
、
そ
し
て
タ
バ
コ
数
本
を
供
え
る
。
そ
し
て
そ
の
前

に
座

っ
て
両
手
を
地
面

に
つ

け
て
三
度
深
々
と
お
辞
儀
を
し
て
ウ
デ

へ
語
で
呪
文
を
唱
え
、
ラ
オ

・
バ
ト
ゥ
に
旅
行
の
安
全
と
狩

の
成
功
を
祈
願
す
る
。
そ
れ
か

ら
、
随
行
者
全
員
が
ウ
ォ
ッ
カ
を

一
杯
ず

つ
飲
み
、
パ
ン
切
れ
を
か
じ

っ
て
ラ
オ

・
バ
ト
ゥ
と
飲
食
を
と
も
に
し
て
、
そ
の
先

の
旅

を
続
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
儀
式
は
ス
ワ
ン
タ
イ

こ
・＼
オ
の
崖
下
を
通
る
者
は
そ
の
目
的

の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
筆
者
が
こ
の
川
の
流
域
で
狩
猟
の
調
査
を
行

っ
た
と
き
も
、
猟
師
と
と
も
に
こ
の
儀
式
に
参
加
し
た
。

　
現
在

の
猟
師
は
、
ウ
デ

へ
で
あ
ろ
う
と

ロ
シ
ア
系

で
あ
ろ
う
と
、
狩
猟
動
物
が
森
の

「資
源
」
で
あ
り
、
科
学
的
な
知
識
と
技
術

に
よ

っ
て
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
知

っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
最
終
的
に
猟
運
を
決
め
る
の
は
ラ
オ

・
バ

ト
ゥ
で
あ
る
と
の
思
い
が
両
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る

(そ
れ
は
迷
信
だ
と
喝
破
す
る
猟
師
も
い
る
が
)。
獲
物

の
動
き
を
支
配
し
、
人

間
に
恵

み
を
与
え
れ
ば
災
い
も
も
た
ら
す

「主
」

の
存
在
は
、
動
植
物
の
過
剰
搾
取
に
対
す
る
道
徳
的
な
抑
止
力
と
な
る
。

つ
ま
り
、

「自
然
保
護
」
や

「持
続
的
資
源
利
用
」
な
ど
と
い
う
概
念
を
知
ら
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
動
植
物

の
生
態

に
関
す
る
科
学
的
知
識

を
持

っ
て
い
な
く
て
も
、
経
験
的
知
識
と
主
の
存
在

に
よ
る
抑
止
力
を
使

っ
て
、
ウ
デ

へ
た
ち
は
森

の
資
源
を
持
続
的
に
利
用
し
て

き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
少
な
く
と
も
清
朝
支
配
時
代
の
二
百
数
十
年
に
わ
た

っ
て
毛
皮
貢
納
と
交
易
を
続
け
、
そ
れ

で
も
ク

ロ
テ
ン
の
資
源
を
枯
渇
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
で
実
証
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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二
　
近
代
に
お
け
る
動
植
物
資
源
の
利
用

へ
の
権
力
の
介
入

　
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、

こ
の
地
域
の
前
近
代
的
な
状
況
は

一
八
六
〇
年
に
締
結
さ
れ
た
北
京
条
約
で
ロ
シ
ア
の
領
土

に
移
管
さ

れ
た
時
点
で
終
了
す
る
。

　
ま
ず
、
支
配
者
が
交
代
し
た
。
清
朝
は
満
洲
の
国
家
か
ら
中
華
王
朝

に
発
展
し
た
が
、
ア
ム
ー
ル
や
沿
海
地
方
の
毛
皮
貢
納
民
に

と

っ
て
は
身
近
な
王
朝
だ

っ
た
。
彼
ら
に
と

っ
て
満
洲
は
い
わ
ば
同
類
、
同
族
だ

っ
た
。
ナ
ー
ナ
イ
や
ウ
デ

へ
な
ど
ツ
ン
グ
ー
ス
系

の
言
語
を
話
す
人
び
と
に
と

っ
て
は
同
じ
系
統
の
言
語
を
話
す
人
び
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上

に
、
満
洲
自
身
が
も
と
も
と
明
の
毛

皮
貢
納
民
だ

っ
た
。
彼
ら
が
中
華
風
の
王
朝
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
自
分
た
ち
が
産
し
た
毛
皮
を
中
国
に
売

っ
て
儲
け
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
十
七
世
紀
の
ロ
シ
ア
と
の
武
力
衝
突
の
時
に
は
自
分
た
ち
が
味
方
す
る
こ
と
で
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ア
ム
ー
ル
地
方
や
沿
海
地
方

の
人
び
と
は
満
洲
や
漢
民
族

に
対
し
て
優
越
感
を
持

っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、

毛
皮
貢
納
民
は
清
朝
の
高
官
と
縁
戚
関
係
を
持

つ
権
利
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
彼
ら
の
土
地
に
や

っ
て
く
る
満
洲
や
漢
民
族

は
彼
ら

の
下
僕
や
小
作
人
と
し
て
働
く
こ
と
が
多
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
優
越
感
は
清
か
ら

ロ
シ
ア
に
支
配

者
が
変
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
全
く
通
用
し
な
く
な

っ
た
。

　
ま
ず

ロ
シ
ア
に
と

っ
て
彼
ら
は
異
教
徒
だ

っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の

一
派
で
あ
る
ロ
シ
ア
正
教
を
国
教
と
し
て
い
た
帝
政

ロ
シ
ア
に

お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
も
の
は
そ
れ
だ
け
で
二
級
国
民
以
下
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
信
仰
し
て
い
る
宗
教
は
ア

ニ
ミ
ズ

ム
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
と
定
義
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
生
活
も
狩
猟
、
漁
携
、
採
集

に
依
拠
し
て
、
農
業
や
牧
畜
に

従
事
せ
ず
、
住
居
も
季
節
的

に
移
動
す
る
こ
と
が
あ
り
、

一
定
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
た
。
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帝
政

ロ
シ
ア
で
は

一
八
二
〇
年
代

に
M

・
M

・
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
ー
が
シ
ベ
リ
ア
、
極
東
地
域

の
支
配
体
制
の
改
革
、
整
備
を
行

っ

た
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
シ
ベ
リ
ア
総
督
に
よ
る
支
配
が
あ
ま
り
に
も
乱
脈
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
、

シ
ベ
リ
ア
や

極
東
の
非
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
諸
民
族

(「異
民
族
塁
8
自
量
」)
は
都
市
や
農
村

に
居
住
す
る

「
定
着
異
教
徒
」
(。8
営
器

臣
8
8
量
)、

季
節
に
よ

っ
て

一
定
の
場
所
を
移
動
す
る

「遊
牧
異
民
族
」
(訳Ò
Φゆげ[①　==OOOb[戸げ[)、
そ
し
て
狩
猟
採
集
を
生
業

と
す
る

「放
浪
異
民

族
」
(9
0富
養
Φ
塁
oOg
量
)
の
一二
種
類
に
区
分
さ
れ
た

[シ
チ

ェ
グ

ロ
フ
　

一
九
四
三

"
五
二
四
～
五
二
八
]。

一
八
五
八
年
と
六
〇
年

の
条
約

で
新
た
に
ロ
シ
ア
領
と
さ
れ
た
ア
ム
ー

ル
川
流
域
や
沿
海
地
方
、
サ

ハ
リ
ン
の
人
び
と
は
当
然
ま
ず

「異
民
族
」

(臣
。-

。自
量
)
と
規
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
中

で
も
そ
の
生
活
習
慣
の
内
容
か
ら
見
て
、
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ

(す
な
わ
ち
放
浪
異
民
族
)
に
分

類
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。

　
放
浪
異
民
族
は
地
元
の
首
長
に
よ
る
自
治
が
許
さ
れ
て
お
り
、

い
わ
ば
間
接
支
配
が
行
わ
れ
た
。
し
か
も
、
伝
統
的
な
生
活
領
域

の
中
で
移
動

の
自
由
も
与
え
ら
れ
、
ま
た
賦
役
や
徴
税

の
対
象
と
も
さ
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
同
時
に
国
も
地
方
政
府
も
彼
ら
の
た

め
に
い
か
な
る
財
政
支
出
も
行
わ
な

い
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
国
家
が
彼
ら
を
保
護
す
る
つ
も
り
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

彼
ら
は
事
実
上
野
生
動
物
の
よ
う
な
自
然

の

一
部
と
い
う
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
貴
族
待
遇
だ

っ
た
清
朝
支
配

時
代
と
比

べ
る
と
そ
の
地
位
は

一
八
〇
度
転
回
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
十
九
世
紀
後
半
以
降
、
ア
ム
ー
ル
川
流
域
や
沿
海
地
方
の
諸
民
族
の
間
で
社
会

の
崩
壊
が
始
ま
る
。

帝
政

ロ
シ
ア
は
、
ア
ム
ー
ル
川
を
交
通

の
動
脈
と
し
て
利
用
し

つ
つ
、
豊
富
な
漁
業
資
源
も
活
用
す
る
よ
う
に
開
発
を
進
め
、
沿
海

地
方
の
河
谷
平
野
に
は
農
業
移
民
を
送
り
込
ん
で
農
業
開
発
を
行

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
周
囲
を
覆
う
毛
皮
獣
資
源
の
豊
か
な
森
で
は

開
発
が
急
速

に
進
め
ら
れ
た
。
農
地
や
宅
地
、
道
路
、
鉄
道
建
設

の
た
め
に
森
が
切
り
拓
か
れ
、
狩
猟
場
と
さ
れ
た
森
で
は
ク

ロ
テ

ン
を
は
じ
め
狩
猟
対
象
と
さ
れ
た
動
物
た
ち
が
大
量
に
捕
獲
さ
れ
て
た
ち
ま
ち
資
源
が
枯
渇
し
た
。
沿
海
地
方
や
ア
ム
ー
ル
川
流
域

で
は

一
時
ク
ロ
テ
ン
の
絶
滅
す
ら
危
ぶ
ま
れ
た
。
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自
分
た
ち
の
生
活

の
場
に
移
民
が
大
量
に
入
り
込
ん
で
森
を
切
り
拓
き
、
川
を
汚
染
し
、
動
物
や
魚
を
捕
り

つ
く
し
て
い
っ
た
こ

と
で
、
清
朝
時
代
以
来
そ
こ
を
居
住
と
活
動
の
場
と
し
て
き
た
人
び
と
の
生
活
圏
は
急
速

に
縮
小
し
た
。
そ
の
上
、
移
民
た
ち
は
彼

ら
に
疫
病

(天
然
痘
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
麻
疹
な
ど
の
伝
染
病
)
と
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症

(中
毒
)
と
い
う
恐
ろ
し
い
も
の
を
も
た
ら

し
た
。

　
伝
染
病

の
流
行
に
よ

っ
て
具
体
的

に
ど
の
程
度
人
口
が
低
下
し
た
か
は
、
き
ち
ん
と
し
た
統
計
が
な
い
た
め
に
わ
か
ら
な

い
が
、

全
滅
し
た
村
の
事
例
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る

[ト
ゥ
ゴ
ル
コ
フ
　

一
九
八
二

二

三
九
～

一
四
〇
]
。
疫
病
で
家
人
が
全
滅
し
た
よ

う
な
家

に
は
人
び
と
は
近
づ
か
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
家
が
多
数
見
ら
れ
た
村
は
完
全

に
放
棄
さ
れ
る
。
人
び
と

は
病
気
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
居
住
地
を
変
え
て
い
く
た
め
に
、
そ
れ
も
従
来

の
社
会
の
崩
壊

へ
と

つ
な
が

っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
疫

病
の
蔓
延
に
追

い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
も
蔓
延
し
た
。
こ
れ
は
新
旧
両
大
陸
を
問
わ
ず
北
方
地
帯
の
先
住
民

族
に
共
通
に
見
ら
れ
る
現
象
で
、
国
家

の
先
住
民
居
住
地
域
開
発
政
策
が
も
た
ら
し
た
社
会
悪
の

一
つ
で
あ
る
。

　
移
民

の
急
増
と
彼
ら
自
身
の
人
口
の
激
減
が
相
乗
効
果
を
も
た
ら
し
て
、
支
配
者
の
交
代
後
十
年
足
ら
ず
で
人
口
比
が
逆
転
し
、

清
朝
支
配
時
代
以
来
、
ア
ム
ー
ル
川
流
域
や
沿
海
地
方
に
住
み
着

い
て
い
た
人
び
と
は
、
帝
政

ロ
シ
ア
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と

で
急
速

に
少
数
民
族
化
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
人
類
学
者
、
民
族
学
者
と
称
す
る
研
究
者
た
ち
が
こ
の
地
域
に
本
格
的
に
調
査

に

入

っ
た

の
は
こ
の
よ
う
な
時
代
だ

っ
た
。

　
当
時

の
人
類
学
、
民
族
学
の
理
論

の
主
流
は
進
化
主
義
や
伝
播
主
義
だ

っ
た
。
研
究
者
は
移
民
た
ち
に
生
活
の
場
を
奪
わ
れ
、
疫

病
と
ア

ル
コ
ー
ル
の
害
に
よ

っ
て
急
速
に
人
口
を
減
ら
し
、
衰
退
し
き

っ
た

「少
数
民
族
」

の
現
状
を
客
観
主
義
的
な
視
点
か
ら
正

確
に
記
録
し
、
そ
れ
を
進
化
主
義
や
伝
播
主
義
の
立
場
か
ら
整
理
し
て
民
族
誌
を
書
き
上
げ
た
。
当
時

の
人
類
学
や
民
族
学
は
、

「原
始
的
」
あ
る
い
は

「未
開
」
な
社
会
や
文
化
を
努
め
て
探
し
求
め
て
調
査
す
る
分
野
だ

っ
た
こ
と
か
ら
、
人
類
学
者
や
民
族
学

者
が
調
査

に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
住
民
は
調
査
以
前
か
ら

「未
開
」
社
会
と
決
め
つ
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
研
究
者

i78資源 の社会的 コン トロール と権力の介入



た
ち
は
そ
こ
に
改
め
て

「原
始
社
会
」
、
「未
開
社
会
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
そ
れ
が

「科
学
性
」
と

「実
証
性
」
を
ま
と

っ

て
、
彼

ら
の
民
族
誌
を
読
む

(消
費
す
る
)
知
識
層

に
浸
透
し
、
社
会
発
展
段
階
論
の
形
成
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
国
の

「少
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

民
族
政
策
」
の
立
案

に
も
貢
献
し
て
い
っ
た
。

　

清
朝
支
配
持
代
か
ら
住

み
続
け
て
き
た
人
び
と
が

「少
数
民
族
」
に
さ
れ
、
「
原
始
」
、
「未
開
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
の
と

平
行
し
て
、
彼
ら
が
父
祖
代
々
利
用
し
て
き
た
森
の
恵
み
、

つ
ま
り
動
植
物
は
、
「資
源
」
と
し
て
主
の
下

か
ら
剥
奪
さ
れ
、
人
間

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
置
か
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
移
民
た
ち
は
動
植
物
の
う
ち
、
自
分
た
ち
に
特
別
に
高

い
利
益
を
与
え
る
も
の

を

「資
源
」
と
し
て
選
択
的

に
、
そ
し
て
集
中
的
に
搾
取
し
た
。
森

の
資
源
の
中
で
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
毛
皮
と
木
材
で
あ
る
。

帝
政

ロ
シ
ア
が
ア
ム
ー
ル
川
流
域
や
沿
海
地
方
を
領
土
と
し
た
当
初

の
段
階
で
は
、
ま
だ

「生
態
系
」
な
ど
と
い
う
概
念
が
知
ら
れ

て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
、
あ
る
場
所
の
資
源
が
枯
渇
し
た
ら
、
ま
だ
手

つ
か
ず
の
場
所

に
行
け
ぼ
よ
い
と
い
う
無
責
任
な
開
発
方
法
が

ま
か
り
通

っ
て
い
た
時
代
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
毛
皮
に
せ
よ
木
材
に
せ
よ
、
場
所
に
よ

っ
て
た
ち
ま
ち
資
源
の
劣
化
が
起
き
た
。

特
に
良

質
の
毛
皮
が
と
れ
る
ク
ロ
テ
ン
な
ど
の
動
物
は
絶
滅

の
危
機
に
瀕
し
た
。

　
帝
政

ロ
シ
ア
が
支
配
し
た
約
半
世
紀

(
一
八
六
〇
～

一
九

一
七
年
)
は
少
数
民
族
に
な

っ
た
本
来
の
住
民

に
と

っ
て
は
無
秩
序
な

時
代
と
な

っ
た
。
国
は
彼
ら
か
ら
税
金
を
取
ら
な
い
代
わ
り
に
何

の
保
護
対
策
も
講
じ
な
か

っ
た
た
め
に
、
彼
ら
の
居
住
地
は
無
法

者
た
ち

の
逃
げ
場
と
な
り
、
治
安
が
悪
化
し
た
。
V

・
K

・
ア
ル
セ
ー

ニ
エ
フ
の
エ
ッ
セ
ー
に
は
し
ば
し
ば

「
フ
ン
フ
ー
ズ
」
(紅

髭
子
)
と
呼
ば
れ
る
盗
賊

の
よ
う
な
者
た
ち
が
登
場
し
、
少
数
民
族

の
恐
怖
の
的

に
な

っ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
中
国
側

か
ら
や

っ
て

き
た
犯
罪
者
集
団
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
ア
ル
セ
ー
ニ
エ
フ
の
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
兼
ガ
イ
ド
と
な
り
、
幾
度
と
な
く
彼
の
調
査
旅
行

を
導
い
た
デ

ル
ス

・
ウ
ザ
ラ
の
命
を
奪

っ
た
の
は
ロ
シ
ア
の
無
法
者
た
ち
で
あ
る
。

　

一
九

一
七
年

に
起
き
た
ロ
シ
ア
革
命
は
、
と
り
あ
え
ず
極
東
地
域
の
少
数
民
族
居
住
地
域
の
無
法
状
態
を
停
止
さ
せ
た
。
実
は
革

命
政
権
が
安
定
す
る

一
九
二
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
反
革
命
分
子
が
多
数
極
東
地
域
に
残
り
、
ま
た
日
本
や
他
の
列
強
諸
国
に
よ
る
革
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命
に
対
す
る
干
渉

(シ
ベ
リ
ア
出
兵
)
も
あ

っ
て
、
混
乱
が
残

っ
た
が
、

一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
治
安
も
回
復
し
、
革
命
政
権

に

よ
る
少
数
民
族
に
対
す
る
福
利
厚
生
政
策
が
始
ま

っ
た
。
革
命

に
よ

っ
て
誕
生
し
た
社
会
主
義
政
権
は
、
理
想
主
義
的
な
側
面
を
持

っ
て
お
り
、
国
内

の
近
代
化
、
社
会
主
義
化
を
全
民
族

一
律

に
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
各
民
族
の
実
情
を
知

り
、
そ
れ
に
合

っ
た
政
策
、
施
策
を
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
革
命
後
の
混
乱
が
落
ち
着
き
を
見
せ
始
め
た

一
九
二
六
～
二
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

に
は
ソ
連
時
代

に
な

っ
て
初
め
て
の
国
勢
調
査
が
実
施
さ
れ
、
シ
ベ
リ
ア

・
極
東

の
少
数
民
族

の
地
域
に
も
人
類
学
者
や
民
族
学
者

か
ら
な
る
調
査
団
が
派
遣
さ
れ
た
。

　
ソ
連
の
社
会
主
義
政
権
は
十
九
世
紀
の
西
欧
で
培
わ
れ
て
き
た

「近
代
合
理
精
神
」
を
国
家

レ
ベ
ル
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
宗

教

に
対
す
る
弾
圧
や
科
学
技
術
の
振
興
策
な
ど
は
そ
れ
を
具
現
化
す
る
た
め
の
政
策

の

一
環
だ

っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
シ
ベ
リ

ア

・
極
東
地
域
の
森
林
資
源
の
管
理
も
ま
た
、
近
代
合
理
精
神
の
華
で
あ
る
科
学
に
よ
る
知
見
と
技
術
を
使

っ
て
行
う
こ
と
に
な
り
、

そ
こ
に
暮
ら
す
少
数
民
族

に
も
そ
の
精
神
の
習
得
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
政
府
は
人
び
と
を
都
市
計
画
に
準
じ
て
建
設
さ

れ
た
村
落

に
住
ま
わ
せ
(旭
。
そ
の
よ
う
な
村
落
に
は
役
所
や
集
団
農
場

(
コ
ル
ホ
ー
ス
)
の
管
理
棟
以
外
に
、
必
ず
学
校
、
病
院
、

文
化
施
設

(図
書
館
、
博
物
館
、
公
民
館
、
ク
ラ
ブ
な
ど
)
を
設
置
し
、
近
く
の
発
電
所
か
ら
電
線
を
引

い
て
き
て
可
能
な
限
り
電
気

を
供
給
し
た
。
当
初
遊
牧
民
な
ど
に
は
そ
の
よ
う
な
定
住
村
落

に
暮
ら
す
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
、
反
発
が
見
ら
れ
た
が
、
ア
ム
ー
ル

川
流
域
や
沿
海
地
方

の
少
数
民
族

の
場
合
は
も
と
も
と
定
住
民
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
村
落
に
暮
ら
す
こ
と
に
対
す
る

抵
抗
は
小
さ
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
政
策
は
少
数
民
族
の
福
利
厚
生

に

一
定
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
ま
ず
、
帝
政

ロ
シ
ア
領
と
な

っ
て
以
来
続

い
て
い

た
人
口
減
少
に
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
、

一
九
二
六
～
二
七
年

の
国
勢
調
査
を
底
に
し
て
上
昇
に
転
じ
始
め
た
。
学
校
教
育
の
開
始
に

よ

っ
て
、
近
代
的
な
知
識
や
生
活
技
術
を
身

に
付
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ソ
連
社
会

の
中
で
地
位
の
向
上
を
目
指
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

高
等
教
育
を
受
け
る
機
会
も
優
先
的
に
与
え
ら
れ
、
党

(ソ
連
共
産
党
)
の
地
方
幹
部
や
国
営
企
業
の
幹
部
に
な
る
者
以
外
に
も
、
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学
校
の
教
員
、
研
究
所

の
研
究
員
、
大
学
教
授
、
作
家
、
芸
術
家
、
音
楽
家
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
文
化
人
も
少
数
民
族
か
ら
多
数
輩
出

す
る
よ
う

に
な

っ
た

(し
か
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
そ
の
多
く
が
粛
清
さ
れ
た
)。
さ
ら
に
、
民
族
学
者
、
言
語
学
者
が
中
心
と
な

っ

て
創
り
上
げ
ら
れ
た
固
有
言
語
の
文
字
表
記
あ
る
い
は
文
語
を
使

っ
て
、
新
聞
や
図
書
の
刊
行
、
固
有
言
語

に
よ
る
ラ
ジ
オ
放
送
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

ど
、
「近
代
的
」
、
「現
代
的
」
と
い
う
形
容
詞
を

つ
け
て
呼
べ
る
文
化
活
動
が
展
開
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　
ソ
連
政
府
は
こ
の
よ
う
に
少
数
民
族

の
福
利
厚
生
を
図
り
な
が
ら
も
、

一
方
で
、
国
家
の
経
済
発
展
に
貢
献
さ
せ
る
た
め
に
、
彼

ら
を
ソ
連
独
自

の
生
産
組
織
に
取
り
込
み
始
め
た
。
す
な
わ
ち

コ
ル
ホ
ー
ス

(集
団
農
場
)、
ソ
フ
ホ
ー
ス

(国
営
農
場
)
の
設
置
で

あ
る
。
定
住
村
落

へ
の
半
ば
強
制
的
な
移
住
は
そ
の
た
め
の
布
石
で
も
あ

っ
た
。

　
ソ
連

は
狩
猟
、
漁
撈

、
採
集
、
ト
ナ
カ
イ
飼
育
の
よ
う
な
シ
ベ
リ
ア

・
極
東

の
少
数
民
族
が
伝
統
的
に
営
ん
で
き
た
生
業
活
動
を

「原
始
的
」
で

「未
開
な
」
生
産
活
動
と
定
義
し
、
彼
ら

に
農
業
と
牧
畜
を
教
え
て
、
生
産
形
態

の

「発
達
」
を
促
そ
う
と
し
た
。

基
本
的

に
ソ
連

は
シ
ベ
リ
ア

・
極
東
地
域
の
少
数
民
族

の
社
会
、
文
化
の
発
展
段
階
を
極
め
て
低
く
見
て
お
り
、
彼
ら
を
社
会
主
義

段
階
に
導
く
た
め
に
は
、
古
代
奴
隷
制
か
ら
近
代
資
本
主
義
に
至
る
過
程
を
飛
び
越
え
る
必
要
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。
彼
ら
に

対
す
る
福
利
厚
生
策
や
定
住
促
進
策
、
そ
し
て
農
業
、
牧
畜
の
導
入
か
ら
集
団
農
場
の
組
織
化

へ
進
む

一
連

の
政
策
は
、
全
て
こ
の

よ
う
な
認
識

に
基
づ

い
て
い
た

[詳
し
く
は
ω
Φお
Φ
Φ<
一㊤呂
]。
し
か
も
、
社
会
主
義
化
の
過
程
は
入
念
に
進
め
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、

当
初
は
伝
統
的
な
社
会
組
織
と
さ
れ
た
氏
族

(℃Ob)
を
単
位

と
し
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
呼
ば
れ
る
村
の
立
法
と
行
政
を
扱
う
組
織
が

結
成
さ
れ
た
が
、
ま
も
な
く
そ
れ
は
解
体
さ
れ
、
伝
統
的
な
社
会
組
織
を
意
図
的
に
解
体
す
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
定
住
村
落

(都

市
型
村
落
)
を
単
位
と
し
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
生
産
組
織
で
あ
る

コ
ル
ホ
ー
ス
が
編
成
さ
れ
た
。

　
し
か
し
他
方
で
、
狩
猟
産
品
や
漁
業
産
品
、
あ
る
い
は
採
集
品
の
中
で
特

に
国
内
需
要
が
高
く
、
さ
ら
に
は
輸
出
品
と
し
て
国
際

的
に
も
通
用
し
そ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
生
産
を
奨
励
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
存
在
が
ク
ロ
テ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
毛
皮
類

と
サ
ケ

・
マ
ス
な
ど
の
漁
業
資
源
だ

っ
た
。
特
に
ク
ロ
テ
ン
は
時
代
を
通
じ
て
最
高
級
の
毛
皮
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
や
ア

メ
リ
カ
に
輸
出
し
て
外
貨
を
稼
ぐ
こ
と
が
期
待
で
き
る
国
家
的
戦
略
物
資
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、

一
九
五
〇
～
六
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

代
に
大
規
模
な
ク
ロ
テ
ン
の
増
殖
、
増
産
事
業
が
実
施
さ
れ
、
二
十
世
紀

に
入

っ
て
も
最
高
品
質
の
毛
皮
を
持

つ
ク

ロ
テ
ン
が
ま
だ

比
較
的
多
く
生
息
し
て
い
た
ア
ム
ー
ル
川
上
流
域
か
ら
、

シ
ベ
リ
ア

・
極
東
の
各
地

ヘ
ク

ロ
テ
ン
の
人
為
的
な
移
動
が
行
わ
れ
た
。

ク
ロ
テ

ン
の
絶
滅
が
危
惧
さ
れ
た
沿
海
地
方

へ
も
こ
の
種
類
の
ク
ロ
テ
ン
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
現
在
ウ
デ

へ
が
狩
猟
し
て
い
る
も

の
の
多
く
は
そ
の
時
導
入
さ
れ
た
種
類
の
子
孫
か
そ
れ
と
地
元
種
と
の
混
血
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
ク

ロ
テ
ン
以
外

で
も
庶
民
的
な
毛
皮
、
た
と
え
ば
キ
ツ
ネ
、
ウ
サ
ギ
、
リ
ス
、
ア
ナ
グ

マ
な
ど
毛
皮
も
ソ
連
は
十
分
確
保
す
る
必

要
が
あ

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
寒
い
地
方
が
多
く
、
防
寒
旦
ハと
し
て
の
毛
皮
の
需
要
は
他
の
国
に
比
べ
て
格
段

に
高

か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
政
策
の
お
か
げ

で
、
未
開
な
生
産
形
態
と
さ
れ
た
狩
猟
や
漁
撈

も
生
き
延
び
る
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
、

そ
の
技
術
や
方
法
、
用
具
類
、
そ
し
て
資
源
は
国
家
の
厳
し
い
管
理
下

に
置
か
れ
た
。
ア
ム
ー
ル

・
沿
海
地
方

の
場
合
に
は
上
記
の

よ
う
に
、
清
朝
時
代
か
ら
帝
政

ロ
シ
ア
末
期
時
代
に
発
達
し
た
独
特

の
罠
が
あ

っ
た
が
、
ソ
連
時
代
に
は
そ
れ
ら
は
基
本
的

に
は
禁

止
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
非
合
理
的
、
非
効
率
的
で
、
安
全
性
に
欠
け
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
利
用
さ
れ
る
動
植
物
や
自
然
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
も
、
根
本
的
な
変
革
が
求
め
ら
れ
た
。
前
述
の
よ
う

に
、
ウ
デ

へ
や
ナ
ー

ナ
イ
な
ど
の
先
住
民
族
は
獲
物
と
な
る
動
物
を

「資
源
」
と
は
み
な
さ
ず
、
森
の
主
や
猟
運
の
主
か
ら
の
贈
り
物
と
し
て
き
た
。
し

か
し
、

そ
の
よ
う
な
認
識
は
ソ
連
時
代

に
は
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
な
ど
の
旧
来

の
宗
教
や
信
仰
と
と
も
に

「遅
れ
た
も

の
」、
「原
始
的
な
も
の
」
と
し
て
克
服
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
ソ
連
時
代
に
は
学
校
教
育
や
職
場
教
育
を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な
認

識
を
捨

て
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
然
に
対
す
る

「科
学
的
」
な
認
識
方
法
を
教
え
、
森
の
動
植
物
も
資
源
と
し
て
人
間
の
力
で
管
理

す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
人
び
と
の
問
に
普
及
さ
せ
た
。

　
そ
れ

と
同
時

に
、
国
家
に
と

っ
て
重
要
な
戦
略
物
資
で
も
あ
る
毛
皮
を
は
じ
め
と
す
る
狩
猟
産
品
の
資
源
と
し
て
の
可
能
性
を
探
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る
た
め

に
、

い
わ
ゆ
る
専
門
家

(動
物
学
者
や
植
物
学
者
な
ど
)
を
彼
ら
の
森
に
派
遣
し
て
、
量
的
な
調
査
を
行
わ
せ
た
。
そ
し
て
そ

の
結
果

に
基
づ
き
、
年
間

の
捕
獲
頭
数
を
決
め
、
そ
れ
を
国
家

の
経
済
計
画

(い
わ
ゆ
る
ゴ
ス
プ
ラ
ン
)
の

一
環
と
し
て
コ
ル
ホ
ー

ス
な
ど

に
通
達
し
た
。
猟
師
は
そ
の
計
画

に
基
づ
き
、
毛
皮
を
生
産
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ウ
サ
ギ
や
リ
ス
、
キ
ツ

ネ
な
ど

の
庶
民
的
な
毛
皮
に
関
し
て
は
計
画
を
上
回

っ
て
生
産
す
る
こ
と
も
、
他
の
農
産
物
な
ど
と
同
様
に
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
た

が
、
ク

ロ
テ
ン
に
関
し
て
は
捕
り
す
ぎ
て
も
、
計
画
を
満
た
さ
な
く
て
も
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
課
せ
ら
れ
る
ほ
ど
そ
の
管
理
が
厳
し
か
っ

た
と
い
わ
れ
る
。

　
社
会
主
義
的
な
生
産
組
織
の
結
成
は

一
九
三
〇
年
代
に
始
ま
る
。
生
産
手
段
の
国
有
化
や
集
団
所
有
化
は
、
先
住
民
族

の
地
域
で

は
猟
場
や
漁
場

の
国
有
地
化
、
銃
や
ボ
ー
ト
な
ど
の
狩
猟
に
必
要
な
装
備
の
集
団
管
理
と
し
て
現
れ
た
。
沿
海
地
方
の
ビ
キ
ン
川
流

域

で
は
、
社
会
主
義
化
以
前

に
は
そ
こ
に
注
ぐ
支
流
ご
と
に
氏
族

(
バ
ラ
)
の
領
域
が
決
ま

っ
て
い
て
、
そ
の
中

で
ク
ロ
テ
ン
の
猟

場
が
家
族
単
位
で
分
割
さ
れ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
。
家
族

の
長

(普
通
は
父
親
)
は
そ
の
家

の
猟
場
を
自
分
の
未
婚
の
子
ど
も
た
ち

に
分
け
与
え
、
ク

ロ
テ
ン
を
捕
ら
せ
る
と
と
も
に
、
狩
の
技
術
を
磨
か
せ
た
。
そ
の
よ
う
な

バ
ラ
や
家
族
を
単
位
と
し
た
猟
場
の
占

有
、
管

理
は
社
会
主
義
化
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
、
彼
ら

の
領
域
は
全
て
国
有
地
と
さ
れ
る
と
と
も

に
、
再
分
割
さ
れ
、
集
団
農
場

(コ
ル
ホ
ー
ス
)
専
属
の
猟
師
た
ち
に
割
り
当

て
ら
れ
た
。
猟
師
た
ち
は
そ
の
割
り
当

て
ら
れ
た
猟
場
で
国
家
計
画
の
遂
行
を
求
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　
集
団
化
当
初
は
ビ
キ
ン
川
で
も
流
域
各
地

に
小
さ
な
コ
ル
ホ
ー
ス
が
結
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
次
第
に
統
廃
合
が
進
め
ら
れ
、

一

九
六
〇
年
代

に
は

一
つ
の
国
営
企
業
に
統
合
さ
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
全
国
的
に
推
進
さ
れ
た
集
団
農
場
の
規
模
拡
大
と
国
営

企
業
化
政
策

に
よ
る
も
の
だ

っ
た
。
ビ
キ
ン
川
流
域
に
は
ゴ
ス
プ

ロ
ム
ホ
ー
ス
と
呼
ば
れ
る
狩
猟
業
、
漁
業
、
林
業
な
ど
を
統
括
し

た
国
営
企
業
が
結
成
さ
れ
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
流
域
の
全
住
民
が
ク
ラ
ー
ス
ヌ
ィ

・
ヤ
ー
ル
村
に
集
め
ら
れ
た
。
ビ
キ
ン
川

流
域
に
広
が
る
猟
場
、
漁
場
、
木
材
伐
採
地
は
全
て
ゴ
ス
プ

ロ
ム
ホ
ー
ス
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
。
猟
場
は
ビ
キ
ン
川
に
流
れ
込
む
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図の凡例:● 　 S・ バ トカノブ1894年 資料 に基 づ く旧集落

　　　　　■　 V・K・ アル セーニエ フ1907年 冬の調査 に基 づ く旧集落

　　　　　 ▲　大貫 ・佐藤1999年 調査で確認 された旧集落

　　　　　○　 サケの産卵場

　　　　　2～24　 クロテ ンの狩猟領域 の区画番号

　　　　　 A　 ク ラー スヌィ ・ヤール村

　　　　　 B　 ス ワンタイ ・ミオ

　　　　　 C　 ウル ンガ(オ ホー トニ チヌ ィ)の 気象観測 所

ゴスプ ロムホースのク ロテンの猟場[大 貫 ・佐藤　2005139]図2

支
流
の
流
域
ご
と
に
区
画
さ
れ
、
専
属
の
職
業

猟
師
に
割
り
当
て
ら
れ
た
。

こ
の
ゴ
ス
プ

ロ
ム

ホ
ー
ス
が
管
轄
す
る
地
域

の
総
面
積
は

=
二
五

万
二
〇
〇
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
そ
の
内

の
九
割

が
狩
猟
可
能
な
森

で
覆

わ
れ
て

い
る

[森
本

一
九
九
八

"
七

"
佐
々
木
　
一
九
九
八

"
七
八
]
。

そ
し
て
そ
の
森
の
大
部
分
が
、
職
業
猟
師
が
ク

ロ
テ
ン
そ
の
他
の
毛
皮
や
狩
猟
産
品
を
生
産
す

る
猟
場
と
さ
れ
て
い
た
。
ソ
連
時
代
最
後
の

一

九
九

一
年

の
資
料
に
よ
れ
ば
、
当
時
二
十
二
の

ク

ロ
テ
ン
猟
の
領
域
が
設
定
さ
れ
て
い
た

(図

2
)。
原
則
的
に
は

一
つ
の
猟
場
に

一
人
の
職

業
猟
師
が
割
り
当
て
ら
れ
る
は
ず
だ

っ
た
が
、

ゴ
ス
プ

ロ
ム
ホ
ー
ス
専
属
の
職
業
猟
師
は
五
十

人

だ

っ
た

と

こ
ろ

か
ら

[佐
々
木
　
一
九
九

八

二

七
四
～

一
七
七
]、
複
数
の
猟
師
が
猟
を

し
て
い
た
領
域
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら

は
ビ
キ
ン
川
の
沿
岸

に
べ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
と
な

る
ロ
グ

ハ
ウ
ス
を
建
て
、
さ
ら
に
区
画
の
中
に
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写真4　 捕獣器 を仕掛 けるウデへの猟師(2003年 筆者撮影)

い
く

つ
か
小
型

の
ロ
グ

ハ
ウ
ス
を
建
て
て
い
た
。
そ
れ
は
何
日
も
か

け
て
罠
を
見
回

っ
た
り
、
獲
物
を
追
跡
中
で
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
帰

れ
な
か

っ
た
り
し
た
時

に
使
う
も
の
だ

っ
た

[大
貫

・
佐
藤
　
二
〇

〇
五

二

四
〇
～

一
四
二
]。

　

ソ
連
時
代
、
ウ
デ

へ
や
ナ
ー
ナ
イ
の
狩
猟
は
社
会
主
義
経
済
を
支

え
る

一
部
門
と
な
る
べ
く
、
装
備
や
狩
猟
方
法

に
大
き
な
変
革
、

い

い
か
え
れ
ば
近
代
化
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
生
産
効
率
を
上
げ
る
た

め
で
あ
る
。
ま
ず
、
装
備
の
面
で
は
、
弓
矢
や
旧
式
の
鉄
砲
に
代
わ

り
、
連
発
式
の
ラ
イ
フ
ル
銃
や
カ
ー
ビ
ン
銃
、
あ
る
い
は
精
度

の
高

い
散
弾
銃
な
ど
が
普
及
し
た
。
罠
類
も
伝
統
的
な
重
力
式
罠
や
輪
、

自
動
弓
に
代
わ
り
、
簡
便
な
鉄
製
の
捕
獣
器

(バ
ネ
の
力
を
利
用
し

て
獲
物
の
足
を
挟
み
込
ん
で
捕
ら
え
る
罠
)
が
主
流
と
な

っ
た

(写
真

4
)。
交
通
輸
送
手
段
も
ウ
デ

へ
や
ナ
ー
ナ
イ
が
伝
統
的
に
使
用
し

た
手
こ
ぎ
の
丸
木
舟
や
白
樺
樹
皮
舟
、
手
ぞ
り

(人
力
で
引
く
小
型

の
そ
り
)
や
犬
ぞ
り
に
代
わ
り
、
船
外
機
付
き
の
ボ
ー
ト
や
ス
ノ
ー

モ
ー
ビ
ル
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ラ
イ
フ
ル
銃
や
船
外
機
付

き
ボ
ー
ト
、
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
な
ど
は
高
価
な
も

の
で
あ
る
が
、
ソ

連

の
社
会
主
義
経
済
で
は
価
格
は
国
家

の
統
制
下
に
あ

っ
た
た
め
に
、

国
が
比
較
的
安
く
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
個
人
の
所
有

資源人類学07生 態資源 と象徴化1�5



と
せ
ず

、
ゴ
ス
プ

ロ
ム
ホ
ー
ス
が
所
有
管
理
し
て
必
要
な
時

に
猟
師

に
使
用
さ
せ
る
こ
と
で
、

コ
ス
ト
を
低
く
抑
え
る
こ
と
が
で

　
セ
　

き
た
。
船
外
機
や
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ

ル
に
は
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
燃
料
や
潤
滑
油
が
大
量
に
必
要
だ
が
、
燃
料
価
格
も
国
家
が
統
制
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
ゴ
ス
プ

ロ
ム
ホ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
不
自
由
な
く
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

つ
ま
り
、
社
会
主
義
政
権
下
で
は
近

代
装
備

を
比
較
的
安
く
、
安
定
的
に
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
に
、
伝
統
的
な
装
備
と
の
交
代
が
速
や
か
に
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。

　
獲
物

の
性
質
、
習
性
を
よ
く
学
び
、
そ
れ
を
欺
き
、
そ
の
裏
を
か
い
て
確
実

に
仕
留
め
る
と
い
う
狩
猟

の
基
本
的
な
部
分
は
、
装

備
や
用

旦
ハの
変
化
で
は
変
わ
ら
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
大
き
く
変
わ

っ
た
面
も
あ
る
。

　
罠
類

の
変
化

に
ど
の
よ
う
な
政
治
経
済
的
な
背
景
が
あ

っ
た

の
か
に
つ
い
て
は
す
で
に
何
度
も
述

べ
て
い
る
た
め

に

[佐
々
木

二
〇
〇
〇
、
二
〇
〇
六

"
ω
p
ω鋤臨

・。8
0三
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
す
ま
せ
る
が
、
ウ
デ

へ
や
ナ
ー
ナ
イ
の
伝
統
的
な
罠
が
基
本
的
に
質

の
確
保

を
重
ん
じ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
捕
獣
器
は
量
を
確
保
す
る
こ
と
を
指
向
し
て
い
た
。
そ
れ
に
は
消
費
者
の
変
化
が
反
映
さ

れ
て
い
て
、
伝
統
的
な
罠
で
捕
え
ら
れ
た
ク
ロ
テ
ン
の
消
費
者
が
中
華
皇
帝
と
そ
の

一
族
だ

っ
た
の
に
対
し
て
、
捕
獣
器
で
捕
え
ら

れ
た
動
物

の
毛
皮
を
消
費
し
た
の
は
庶
民
の
金
持
ち
だ

っ
た
。
そ
の
違

い
が
、
あ
く
ま
で
も
質
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
質
を
若
干
落
と

し
て
も
量
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
狩
猟
戦
略
上

の
転
換
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
同
様
に
長
距
離
射
撃
と
連
発
が
可
能
な
ラ
イ
フ
ル
は
猟
師
と
獲
物
と
の
間
の
距
離
を
物
理
的
に
も
心
理
的
に
も
広
げ
、
船
外

機
付
き
ボ
ー
ト
や
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ

ル
の
普
及
は
、
短
時
間
で
広

い
範
囲
を
行
動
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
そ
の
こ
と
は
狩
猟
の
あ

り
方
と

い
う
よ
り
も
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
変
え
た
。

つ
ま
り
、
猟
師
は
遠
く
か
ら
で
も
猟
に
通
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
常
に
猟

場
の
近

く
に
住
ん
で
い
る
必
要
が
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

一
九
六
〇
年
代
の
大
型
村
落

へ
の
集
住
政
策
を
可
能
に
し
た

一
因
に
も
な

っ
て
い
る
。

一
九
六
〇
年
代
に
北
欧
の
サ
ー
ミ
の
ト
ナ
カ
イ
飼
育
が
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ

ル
の
出
現
で
大
き
く
変
わ

っ
た
よ

う
に

(い
わ
ゆ
る

「
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
革
命
」)
冨
Φ
一8

一鶏
ω
]、
極
東

ロ
シ
ア
の
ウ
デ

へ
や
ナ
ー
ナ
イ
で
も
装
備
の
近
代
化
で
狩
猟

の
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あ
り
方

と
そ
れ
を
中
心
と
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
に
革
命
的
な
変
化
が
起
き
て
い
た
。

　
ソ
連
時
代

の
北
方
少
数
民
族
に
対
す
る
近
代
化
政
策
あ
る
い
は
社
会
主
義
化
政
策
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　け
　

以
降
厳

し
く
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
負
の
影
響
を
残
し
た
側
面
も
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
狩
猟
や
漁
携
な
ど
伝
統
的
な
生
産
活
動
が
、

社
会
主
義
的
な
国
家
の
生
産
活
動
の

一
部
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
に
従
事
し
て
い
て
も
生
活
が
保
障
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
近
代
的
な
集
住
村
落
で
の
快
適
な
暮
ら
し
が
可
能

に
な

っ
た
こ
と
と
相
ま

っ
て
、
彼
ら
の
生
活
水
準
が
向
上
し
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
自
身
も
伝
統
的
な
生
産
活
動
を
継
続
し
な
が
ら
、
ソ
連
が
目
指
し
た
近
代
生
活
を
積
極
的
に
享

受
し
よ
う
と
し
た
。
ソ
連
最
盛
期
の
ブ

レ
ジ
ネ
フ
政
権
時
代

(
一
九
七
〇
～
八
〇
年
代
初
期
)
は
、
極
東
の
ウ
デ

へ
や
ナ
ー
ナ
イ
に
と

っ
て
も
表
面
上
は
最
も
生
活
に
恵
ま
れ
た
時
代
だ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
裏
で
制
度
の
形
骸
化
、
硬
直
化
、
そ
し

て
経
済

の
崩
壊
が
始
ま
っ
て
い
た
。

三
　
グ

ロ
ー
バ
ル
時
代

の
生
態
資
源
の
利
用
を
め
ぐ
る
葛
藤

　
ソ
連

で
は

一
九
八
五
年
に
始
ま
る
改
革
政
策

「
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ
カ
」
以
降
、
次
第

に
国
内
の
諸
問
題
が
顕
在
化
す
る
よ
う

に
な
り
、

政
権
内
部
で
の
権
力
闘
争
と
も
相
ま

っ
て
そ
れ
ら
が
制
御
不
能
の
状
態

に
陥

っ
て

一
九
九

一
年
に
崩
壊
し
た
。
こ
の
ソ
連
末
期
の
ペ

レ
ス
ト

ロ
イ
カ
時
代
と
ソ
連
崩
壊
後
の
ロ
シ
ア
国
内
の
混
乱
期
の
評
価

に
つ
い
て
は
、
国
際
政
治
学
や
経
済
学
な
ど
の
視
点
か
ら
の

評
価
は
多
数
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
も

マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
の
分
析
や
生
活
に
密
着
し
た
ミ
ク
ロ
な
分
析
で
も
、
そ
の

対
象
が

モ
ス
ク
ワ
や
サ
ン
ク
ト

・
ペ
テ
ル
ブ

ル
ク

(旧
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
)
な
ど
の
大
都
市
地
域
の
市
民
た
ち
の
状
況
を
対
象
と
し

た
も
の
が
主
流
で
、
シ
ベ
リ
ア
や
極
東
地
域
の
少
数
民
族
地
域

の
状
況

か
ら
分
析
し
た
も
の
は
少
な
い

(人
類
学
的
な
ポ
ス
ト
社
会
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主
義
社
会
研
究
と
し
て
は
、
[佐
々
木
　
二
〇
〇
三
]
を
参
照
)。

　
シ
ベ
リ
ア
、
極
東

の

「北
方
少
数
民
族
」

に
と

っ
て
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ
カ
時
代
は
経
済
的
な
困
窮
が
始
ま

っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
以

上
に
自
ら
の
主
張
を
公
に
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
時
代
で
あ

っ
た
。

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
に
は

「グ
ラ
ー
ス
ノ
ス
チ
」
と
呼
ば
れ
た

情
報
公
開
政
策
が
伴

っ
て
い
た
。
こ
の
場
合

の
情
報
公
開
に
は
三

つ
の
側
面
が
あ
り
、
ま
ず
国
内
の
情
報
を
国
民

に
公
開
す
る
と
い

う
側
面
、
第
二
に
そ
れ
を
国
外

に
発
信
す
る
と
い
う
側
面
、
そ
し
て
海
外

の
情
報
を
国
民
に
伝
え
る
と
い
う
側
面

で
あ
る
。

い
ず
れ

も
ソ
連
時
代
に
は
限
界
は
あ

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ
ヵ
以
前

に
比

べ
れ
ば
社
会
の
透
明
度
は
格
段

に
上
が

っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
政
策

の
下
で
、
「北
方
少
数
民
族
」
は
自
分
た
ち
が
ソ
連
と
い
う
国
家
全
体

の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
、

自
分
た

ち
の
状
況
が
ソ
連
の
他
地
域

の
人
び
と
に
ど
の
よ
う

に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
諸
外
国

(特
に
欧
米
)
の
北
方
諸

民
族

(サ
ー
ミ
、
イ
ヌ
イ
ッ
ト
、
ア
イ
ヌ
な
ど
)
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
彼

ら
は
自
分
た
ち
が
制
度
上
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
権
利
を
享
受
し
て
お
ら
ず
、
諸
外
国
の
北
方
民
族
と
比

べ
る
と
、
経
済
状
態
や

生
活
水
準
は
い
う
に
及
ぼ
ず
、
「少
数
民
族
」
あ
る
い
は

「
先
住
民
族
」
と
し
て
の
権
利
の
要
求
と
い
う
点
で
も
不
十
分
な
状
態
に

あ
る
こ
と
を
知

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

　
情
報
公
開
政
策

に
よ

っ
て
あ
る
程
度
言
論
統
制
も
緩
め
ら
れ
た
。
「北
方
少
数
民
族
」
は
そ
の
よ
う
な
状
況
を
利
用
し
て
早
速
自

ら
の
少
数
民
族
と
し
て
の
権
利
、
あ
る
い
は
欧
米
諸
国
の
場
合
と
同
様

に

「先
住
民
族
」
と
し
て
の
権
利
を
主
張
し
始
め
た
。
ペ
レ

ス
ト

ロ
イ
ヵ
以
前
な
ら
ば
当
然
弾
圧
を
受
け
る
よ
う
な
活
動
で
あ

っ
た
が
、
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ
カ
政
策
を
推
進
し
た
ソ
連
共
産
党
書
記

長
M

・
S

・
ゴ
ル
バ
チ

ョ
フ

(
一
九
九
〇
年
以
降
は
ソ
連
大
統
領
)
は
逆
に
彼
ら
の
主
張

に
耳
を
傾
け
た
。

一
九
九
〇
年
三
月
に
は
初

め
て
全
北
方
少
数
民
族
の
代
表
者
が
集
ま
る
会
議
が
開
か
れ
、
ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
も
そ
こ
に
招
か
れ
た
。
そ
こ
で
は
北
方
少
数
民
族
が

抱
え
る
諸
問
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
ソ
連
最
高
会
議
の
議
席
に
北
方
少
数
民
族
の
代
表
が
入
る
枠
を
設
け
る
こ
と
や
、
北
方
少
数
民

族

の
権
利
を
擁
護
し
、
伝
統
的
な
文
化
や
固
有
の
言
語

の
復
興
を
支
援
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て

「全
ソ
北
方
少
数
民
族
協
会
」
の

..
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設
立
が
採
択
さ
れ
た

胃
葵
ω鋤巨

お
8
]。
こ
の
北
方
少
数
民
族
協
会
は
当
初
は
草

の
根
的
な
組
織
で
、
少
数
民
族
出
身

の
知
識
人

と
地
方

の
博
物
館

の
学
芸
員
や
文
化
局
の
職
員
ら
が
中
心
と
な

っ
て
地
方

か
ら
組
織
化
が
始
ま
り
、

こ
の
年
に
至

っ
て
全
国
組
織
が

結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
組
織
は
ソ
連
崩
壊
後
に
改
組
さ
れ
て
現
在
は

「
ロ
シ
ア
北
方
先
住
民
族
協
会
」
(菊
器
ω一磐

〉
ωω。
9
甲

江
3

0h
夢
①
ぎ
9
ひQ9
0
⊆
ω
勺
Φ8
δ
ω
O
P
げ
Φ
Z
o
目9

"
略
し
て
R
A
I
P
O
N
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
時
代
末
期
に
顕
在
化
し
て
き
た
北
方
少
数
民
族

の
権
利
主
張
に
は
、
彼
ら

の
居
住
地
の
資
源
に
対
す
る
優
先
的

な
利
用
権
の
要
求
も
含
め
ら
れ
て
い
た
。
前
節

で
触
れ
た
よ
う
に
、
ソ
連

は
少
数
民
族
の
伝
統
生
業

で
あ
る
狩
猟
、
漁
携
、
採
集
、

ト
ナ
カ
イ
飼
育
な
ど
を
社
会
主
義
経
済
体
制

の
中
に
組
み
込
み
、
近
代
化
し
て
そ
の
経
済
運
営

に
利
用
し
た
。
し
か
し
、
他
方

で
、

彼
ら
の
利
害
と
対
立
す
る
よ
う
な
資
源
開
発
も
始
め
て
い
た
。
そ
れ
は
、
材
木
や
パ
ル
プ
の
原
料
と
な
る
木
材
資
源
の
開
発
、
金
、

ダ
イ
ア
モ
ン
ド
、
チ
タ
ン
、
ウ
ラ
ン
な
ど
の
鉱
物
資
源
の
開
発
、
そ
し
て
石
油
、
石
炭
、
天
然
ガ
ス
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
開

発
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
、
彼
ら
の
土
地
が
蚕
食
さ
れ
、
自
分
た
ち
の
父
祖
伝
来

の
土
地
に
い
な
が
ら
、
そ
の
資
源
を
利
用
で
き
な

く
な
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
少
な
か
ら
ず
あ

っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
資
源
開
発
は

一
九
六
〇
年
代

(ブ
レ
ジ
ネ
フ
政
権
期
)
以
降
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
世
界
中
で
第
二
次
世
界
大
戦

後

の
復
興
が
進
ん
だ
結
果
、
そ
れ
ら
の
資
源
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
り
、
あ
る
程
度
の
技
術
力

で
開
発
し
て
も
十
分
経
済
的

に
見
合

う
よ
う

な
状
況
に
な

っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ソ
連
は
少
数
民
族
地
域
の
中
で
、
そ
の
よ
う
な
資
源
が
あ
る
と
こ
ろ
に

つ
い
て
、
政
策
を

一
八
〇
度
転
換
し
、
少
数
民
族
の
産
業
よ
り
も
、
木
材
資
源
、
鉱
物
資
源
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
開
発
の
方
を
優

先
さ
せ
た
。
そ
の
よ
う
な
資
源
を
輸
出
し
た
方
が
毛
皮
や
漁
業
産
品
よ
り
も
遙
か
に
大
き
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
資
源
が
豊
富
に
あ
り
、
か
つ
ア
ク
セ
ス
が
容
易
な
地
域
に
い
た
少
数
民
族
は
生
活
基
盤
を
う
ば
わ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

　
そ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
は
ビ
キ
ン
川
よ
り
も
南

で
ウ
ス
リ
ー
川
に
流
れ
込
む
イ

マ
ン
川

(
ニ
マ
ン
川
と
も
呼
ば
れ
る
)
流
域
の
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ウ
デ

へ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
ビ
キ
ン
川
流
域
や
ホ
ル
川
流
域

(ビ
キ
ン
川
よ
り
も
北
で
ウ
ス
リ
ー
川
に
注
ぐ
支
流
)

と
並
ぶ
ウ
デ

へ
の
有
力
な
集
団
が

い
た
が
、
彼
ら
は

一
九
六
〇
年
代
よ
り
森
林
開
発

(木
材
用
の
伐
採
)
と
水
力
発
電
用
の
ダ

ム
建

設
の
圧
力
を
受
け
て
生
活

の
場
を
失

い
、

一
九
八
〇
年
代
に
は
社
会
が
崩
壊
し
て
し
ま

っ
た
。
実
態
は
地
方
政
府
の
強
制
移
転
政
策

に
よ

っ
て
村
落
機
能
が
停
止
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
で
、
職
場
の
移
転
、
学
校
、
病
院
な
ど
の
公
共
施
設
の
移
転
、
そ
し
て
最
後

に
は
電

力
な
ど

の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
切
断
に
よ

っ
て
、
父
祖
伝
来

の
土
地
に
住
め
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
〇
年
代
末
期

の
段
階
で

ウ
デ

へ
の
イ
マ
ン
集
団
は
老
夫
婦
の
数
家
族
が
伝
統
的
な
旧
村
落
サ
ン
チ

へ
ー
ザ
村
跡
に
残

っ
た
だ
け
で
、
彼
ら
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

は
ほ
ぼ
解
体
し
て
い
る

[ω
什P
「辞ωΦ<
NOOOO
]。

　

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
時
代
に
は
そ
の
よ
う
な
状
況
を
政
権

の
上
層
部
に
伝
え
、
自
分
た
ち
の
権
利
を
守
り
、
拡
大
す
る
機
会
が
訪
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ゴ
ル
バ
チ

ョ
フ
も
ま
た
、
そ
れ
に
あ
る
程
度
応
え
る
意
志
表
示
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
矢

先

に
ク

ー
デ
タ
ー
未
遂
事
件
が
起
き
、

一
九
九

一
年
の
暮
れ
に
ソ
連
そ
の
も
の
が
崩
壊
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

　
ソ
連

の
連
邦
構
成
共
和
国
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
国
家
と
な

っ
た
後
、
シ
ベ
リ
ア
、
極
東
地
域
の
領
土
を
引
き
継

い
だ
の
は
ロ
シ
ア
連

邦

(旧

ロ
シ
ア
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
社
会
主
義
共
和
国
)
だ

っ
た
。
ソ
連
崩
壊
後
も
旧
ソ
連

に
属
し
て
い
た
各
民
族
の
独
立
あ
る
い
は
自

治
拡
大

、
主
権
宣
言
の
動
き
は
収
ま
る
ど
こ
ろ
か
さ
ら
な
る
高
ま
り
を
見
せ
、
旧
ソ
連
諸
国
最
大
の
領
域
を
持

つ
ロ
シ
ア
連
邦
で
は
、

そ
の
中

の
旧
自
治
共
和
国
や
自
治
州
、
場
合
に
よ

っ
て
は
自
治
管
区

(北
方
少
数
民
族
地
域
に
設
け
ら
れ
た
民
族
の
自
治
を
謳
っ
た
自
治

体
だ
が
、
州
の
下
の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
)
ま
で
が
連
邦
構
成
体
と
し
て
の
権
利

の
拡
大
を
要
求
し
た
。
要
求
内
容
の
核
は
、
州
よ
り
も

地
方
政
府

の
権
限
を
大
き
く
し
て
大
幅
な
自
治
を
認
め
る
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
高

い
独
立
性
を
求
め
る
も
の
だ

っ
た
。

　
地
方
自
治
の
拡
大
は
北
方
少
数
民
族
に
と

っ
て
も
順
風
と
し
て
働
い
た
。
初
代

ロ
シ
ア
大
統
領
と
な

っ
た
B

・
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
ペ

レ
ス
ト

ロ
イ
カ
時
代
以
来
の
北
方
少
数
民
族
の
権
利
擁
護
の
立
場
を
引
き
継

い
だ
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
先
住
権
に
配
慮
し
た
政
策
も

実
施
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が

「伝
統
的
自
然
利
用
領
域

(↓ΦO℃=↓OO寓頃
↓℃偉。油=二
=○==O「○
コO=OObO「δ
』びωOこ口自。==エ)」
(略
し
て

T
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〈T
T
P
>
と
も
呼
ば
れ
る
)
に
関
す
る
法
令
と
そ
の
よ
う
な
領
域
の
設
定
で
あ
る
。
そ
の
法
令

に
基
づ
け
ば
、
こ
の
領
域
に
指
定
さ

れ
た
地
域
で
は
、
先
住
民
族
と
指
定
さ
れ
た
人
び
と
が
伝
統
的
な
生
業
あ
る
い
は
産
業
を
優
先
的

に
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
後

発
の
開
発
業
者
は
領
域
を
管
理
す
る
先
住
民
族
の
団
体

に
許
可
を
求
め
、
そ
の
許
す
範
囲
で
し
か
活
動
で
き
な
い
。

一
九
九
二
年
に

こ
の
領
域
設
定

に
関
す
る
連
邦
レ
ベ
ル
の
法
令
が
施
行
さ
れ
た
後
、

シ
ベ
リ
ア
、
極
東
の
少
数
民
族
は
競

っ
て
自
分
た
ち
の
土
地
の

指
定
を
求
め
た
。
ま
た
、
こ
の
頃
か
ら

「北
方
少
数
民
族
」
と

い
う
呼
称
に
代
わ
り
、
「北
方
先
住
民
族
」
(ス8
Φ臣
器

臣
o。登

。窃
-

ΦB
)
と

い
う
呼
称
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。
ま
た
、
地
方
の
北
方
先
住
民
族
協
会

(ソ
連
時
代
の
北
方
少
数
民
族
協
会
の
後

継
組
織
)
の
機
能
を
強
化
し
て
、
北
方
先
住
民
族
の
福
利
厚
生
の
拡
大
も
図
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
ソ
連
崩
壊
後
の
経
済
危
機
は
こ
の
よ
う
な
順
風
を
吹
き
飛
ば
す
の
に
十
分
で
あ

っ
た
。

　
「
シ

ョ
ッ
ク
療
法
」
と
称
す
る
急
進
的
で
急
激
な
経
済
の
自
由
主
義
化
と
市
場
原
理
導
入
が
、

ロ
シ
ア
経
済
を
破
綻
さ
せ
た
こ
と

は
記
憶

に
新
し
い
。
そ
の
余
波
は
即
座
に
モ
ス
ク
ワ
か
ら
時
差
に
し
て
七
時
間
も
の
距
離
が
あ
る
極
東
の
先
住
民
族
に
も
及
ん
だ
。

ま
ず
、
価
格
統
制
が
ゆ
る
め
ら
れ
た
結
果
、
国
営
企
業

の
生
産
活
動

に
必
要
な
材
料
や
資
材
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
価
格
が
需
給

バ
ラ
ン

ス
に
直
接
左
右
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
必
然
的
に
急
騰
し
た
。
社
会
主
義
時
代
に
は
意
図
的
に
低
価
格
で
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
極
東
地
域
や
極
北
地
域
な
ど
の
遠
隔
地
で
は
輸
送

コ
ス
ト
が
価
格
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
た
め
に
、
特
に
割
高
に

な

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時

に
、
国
営
企
業
が
生
産
す
る
生
産
物

の
販
売
価
格
が
急
落
し
た
。

こ
ち
ら
も
政
府
が
高
め
に
設
定
し

て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

　
沿
海
地
方
の
ビ
キ
ン
川
流
域
の
ウ
デ

へ
た
ち
が
経
営
し
て
い
た
ゴ
ス
プ

ロ
ム
ホ
ー
ス

(狩
猟
や
林
業
の
た
め
の
国
営
企
業
)
に
も
そ

の
影
響
が
直
撃
し
た
。
ソ
連
崩
壊
直
後
の

ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
様
子
は
、
こ
の
企
業

の
ル
ー
ブ

ル
建

て
の
売
上
高

の
推

移
と
ド

ル
に
換
算
し
た
と
き
の
推
移
に
端
的

に
表
れ
て
い
る

[ω
p。ω鋤
匹
お
㊤
鳶
O
OO勲

佐
々
木
　

一
九
九
八
]。
こ
の
時
、
国
営
企
業
は

危
機
状
況
に
陥

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
猟
師
た
ち
を
猟
場
に
送
り
出
す
の
に
必
要
な
燃
料
や
船
外
機
の
部
品
の
価
格
が
、
国
際
価
格
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に
向
か

っ
て
跳
ね
上
が

っ
て
い
る
の
に
、
製
品
で
あ
る
毛
皮
類
の
価
格
は
ド
ル
に
換
算
す
る
と
地
を
這
う
よ
う
な

レ
ベ
ル
に
落
ち
込

ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ク
ロ
テ
ン
の
毛
皮

一
枚

の
価
格
が
ソ
連
崩
壊
直
前

の

一
九
九

一
年

に
約

一
二
四
ド
ル
と
換
算

で
き
た
の
に
対
し
て
、
翌
年
の
九
二
年
の
換
算

レ
ー
ト
で
は
わ
ず
か
三
ド
ル
強
だ

っ
た
。
そ
の
後
徐
々
に
ド
ル
換
算

で
も
単
価
は
上

が
る
が
、
そ
れ
で
も
九
四
年
の
段
階
で
六

・
三

一
ド
ル
に
す
ぎ
な
か
っ
た

[佐
々
木
　

一
九
九
八

二

八
六
]。

つ
ま
り
、
製
品
を
生

産
す
る
程
に
赤
字
が
増
大
す
る
と
い
う
、
国
営
企
業
破
綻
の
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
に
陥

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
ソ
連
が
導
入
を
促
進
し
た
近
代
的
な
用
具
や
装
備
を
伴

っ
た
狩
猟
活
動
の
弱
点

で
も
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
銃

・
弾
薬

に

せ
よ
、

船
外
機
付
き
ボ
ー
ト
や
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
必
要
な
燃
料
に
せ
よ
、

い
ず
れ
も
猟
師
自
身
が
作
れ

な

い
用
具
や
装
備
で
あ
り
、
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
近
代
装
備
を
使

っ
た
狩
猟
は
、
常
に
捕

っ
た
獲
物
を
売

っ
た
金
で
装
備

や
消
耗

品
を
購
入
し
、
そ
れ
で
猟
に
出
て
ま
た
獲
物
を
捕
る
と
い
う
循
環
が
続
い
て
初
め
て
成
り
立

つ
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
ど
こ
か
が
供
給
停
止
あ
る
い
は
価
格
上
昇
な
ど
の
原
因
で
止
ま
る
と
も
は
や
狩
は
続
け
ら
れ
な

い
。
ソ
連
の
価
格
統
制
政
策
は
そ

の
循
環
に
と

っ
て
は
事
実
上
の
支
援
策
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
ソ
連
崩
壊
に
よ

っ
て
価
格
が
市
場
原
理
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
近

代
装
備
を
伴

っ
た
狩
猟
シ
ス
テ
ム
は
、
諸
費
高
騰
に
よ

っ
て
弾
薬
不
足
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
用
の
部
品
不
足
、
燃
料
不
足
に
陥

り
、
継

続
不
能
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
が
前
近
代
的
な
狩
猟
と
大
き
く
異
な
る
点
で
も
あ
る
。
前
近
代
的
な
狩
猟
な
ら

ば
用
具
、
装
備
と
も
い
ざ
と
な
れ
ば
全
て
自
前
で
用
意
で
き
る
。

つ
ま
り
安
全
網
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
連
の
近

代
化
政
策
は
そ
の
安
全
網
を
引
き
裂
き
、
猟
師
た
ち
を
後
戻
り
で
き
な

い
状
態
に
追

い
込
ん
で
し
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ゴ
ス
プ

ロ
ム
ホ
ー
ス
の
経
営
に
関
し
て
は
、
幸
い
ソ
連
崩
壊
直
後
に
は
豊
か
な
天
然
林
か
ら
切
り
出
さ
れ
る
木
材

の
売
り
上
げ
が

伸
び
て
い
た
こ
と
と
、
極
東
地
域
で
は
ま
だ
社
会
主
義
時
代

の
よ
う
な
政
府

に
よ
る
国
営
企
業
の
保
護
が
な
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、

ソ
連
崩

壊
と
と
も
に
倒
産
す
る
こ
と
は
免
れ
た
。
し
か
し
、
最
も
重
要
な
生
産
部
門
と
な

っ
た
林
業
は
、
ウ
デ

へ
た
ち
に
と
っ
て
両

刃
の
剣

と
な

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
林
業
拡
大

の
た
め
に
、
彼
ら
の
広
大
な
猟
場
の
森
が
破
壊
さ
れ
そ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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こ
と

は
す
で
に
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
の

一
九
八
〇
年
代
末
期
に
は
始
ま

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
沿
海
地
方
政
府
は
極
東
開
発
促

進

の

一
環
と
し
て
、
当
時
ち
ょ
う
ど
規
制
が
ゆ
る
め
ら
れ
始
め
て
い
た
外
資
の
導
入
を
図
り
、
無
尽
蔵
と
思
わ
れ
て
い
た
シ
ホ
テ

・

ア
リ

ニ
山
脈
を
覆
う
天
然
林
を
伐
採
し
て
木
材
を
輸
出
し
て
外
貨
を
稼
ぎ
、
地
方
経
済
の
活
性
化
を
も
く
ろ
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の

時
沿
海
地
方
政
府

に
協
力
を
申
し
出
た
の
は
韓
国
の
財
閥
現
代
グ

ル
ー
プ
だ

っ
た
。
現
代
は
沿
海
地
方
政
府
と
共
同
出
資
で
合
弁
会

社
を
設
立
し
、
沿
海
地
方
の
中
で
も
手

つ
か
ず
で
、
最
も
豊
か
な
森
林
資
源
を
有
し
て
い
た
ビ
キ
ン
川
中
上
流
域

の
森
の
伐
採
を
計

画
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
こ
を
父
祖
伝
来
の
猟
場
と
し
、
さ
ら
に
ソ
連
時
代
に
も
そ
こ
で
狩
猟
を
続
け
て
き

た
ウ
デ

へ
た
ち
が
猛
然
と
反
対
し
た
。

　

こ
の
合
弁
会
社
の
設
立
に
対
し
て
は
す
で
に
計
画
段
階

か
ら
沿
海
地
方
で
も

モ
ス
ク
ワ
で
も
反
対
の
声
が
上
が

っ
て
い
た
。
し
か

し
、
沿
海
地
方
政
府
、
特

に
知
事
が
強
固
に
こ
の
計
画
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
。

一
九
九
〇
年

に
合
弁
会
社
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、

当
初
は
反
対
が
強
か
っ
た
ポ
ジ
ャ
ー
ル
地
区

(ビ
キ
ン
川
流
域
)
の
伐
採
を
断
念
し
て
い
た
が
、

一
九
九

二
年
に
な

っ
て
や
は
り
ビ

キ
ン
川
上
流
域

の
森
か
ら
も
木
材
を
出
さ
な
い
と
採
算
が
と
れ
な

い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
だ
し
た
の
で
あ
る
。
沿
海
地
方
知
事
は

ウ
デ

へ
た
ち
に
対
し
て
猟
場
と
し
て
利
用
頻
度
の
高

い
ビ
キ
ン
川
中
流
域

(ク
ラ
ー
ス
ヌ
ィ
・
ヤ
ー
ル
村
に
近
い
部
分
)
の
四
十
万
七

八
〇
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
割
り
当

て
、
上
流
域
を
合
弁
会
社
に
割
り
当
て
る
命
令

(知
事
命
令

一
六
五
号
)
を
出
し
た
が
、
そ
れ
が
ウ

デ

へ
や
自
然
保
護
団
体
、
さ
ら
に
は
自
然
保
護
や
林
業
関
係

の
省
庁
の
反
対
を
巻
き
起

こ
し
た
。
ウ
デ

へ
た
ち
は
ゴ
ス
プ

ロ
ム
ホ
ー

ス
時
代
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
て
き
た

=
二
八
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
土
地
を
自
分
た
ち
の
伝
統
的
自
然
利
用
領
域

(T
T
P
)
と
し

て
保
証

せ
よ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
対
立
は
訴
訟

へ
と
発
展
し
、
モ
ス
ク
ワ
の
憲
法
裁
判
所

(最
高
裁
判
所
に
当
た
る
)
に
上
告
ま
で
し
て
争

い
、
最
終
的

に
ビ

キ
ン
川
中
上
流
域

の
伐
採
は
禁
止
と

い
う
裁
定
を
受
け
る
。
し
か
し
、
知
事
命
令

一
六
五
号
は
有
効
と
さ
れ
、
ビ
キ
ン
川
に
お
け
る

T
T
P

の
設
定

の
問
題
、

い
い
か
え
れ
ば
ビ
キ
ン
ウ
デ

へ
の
土
地
利
用
権
の
問
題
は
玉
虫
色
の
裁
定
で
終
わ

っ
た
。
上
流
域
ま
で
含
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写真5　 ビキン川流域の森 か ら切 り出 される木材(2003年 筆者撮影)

め
た
形
で
ビ
キ
ン
川
流
域
の
森
が
ウ
デ

へ
た
ち
の
T
T
P
と
し
て
法
的

に
認
め

ら
れ
る
の
は

一
九
九
五
年
で
あ
る
が
、
沿
海
地
方
で
は
い
ま
だ
に
T
T
P
を
規

定
す
る
法
令

は
整
備
さ
れ
て
い
な

い
と
い
わ
れ
る

(こ
の
争
い
と
訴
訟
の
過
程

は

[ω
ゲ
昌
一【Φ
一ゴP四ロ
一㊤㊤らQ
"
ω
叶①
NけωΦ<
トのOO
O餌
…
蔭O
刈ー戯一〇
]
に
詳
し
い
)。

　
流
域

の
森
の
伐
採

の
認
可
を
め
ぐ
る
争

い
で
は
ウ
デ

へ
は
勝
利
し
た
も
の
の
、

こ
の
勝
利
は
彼
ら
に
と

っ
て
も
ほ
ろ
苦

い
も
の
と
な

っ
た
。
沿
海
地
方
政
府
と

争

っ
て
し
ま

っ
た
た
め
に
、
村

の
イ
ン
フ
ラ
整
備
で
地
方
政
府

の
支
援
を
受
け

に
く
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
時
期
は
電
気

の
供
給
す
ら
事
実
上

　
　
　
　
　
　
　
　
(14
)

止
め
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。
ま
た
、
狩
猟
産
品

の
売
り
上
げ
が
急
激
に
落
ち
込
ん

だ
結
果
、
伐
採
可
能
区
域

(ビ
キ
ン
川
の
ウ
デ

へ
の
ゴ
ス
プ
ロ
ム
ホ
ー
ス
の
領
域

に
は
T
T
P
に
指
定
さ
れ
な
い
区
域
も
あ
る
)
で
生
産
さ
れ
る
木
材

に
経
営
を
依

存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な

っ
て
い
っ
た
。

　
ビ
キ
ン
川
流
域

の
ウ
デ

へ
の
ゴ
ス
プ

ロ
ム
ホ
ー
ス
は

一
九
九
四
年
に
民
営
化

さ
れ
、
株
式
会
社

に
組
織
替
え
さ
れ
た

(株
式
会
社
民
族
猟
師
企
業

「ビ
キ
ン
」

の
成
立
)。
経
営

の
効
率
化
と
無
駄
な
出
費
を
抑
え
る
た
め
に
、
こ
の
新
し
く

で
き
た
会
社
は
生
産
部
門
を
林
業
と
毛
皮
生
産
、
そ
し
て
サ
ー
ビ
ス
業

(N
G

O
が
支
援
す
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど
)
に
絞

っ
て
生
き
残
り
を
図

っ
た
。
し
か

し
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権

の
経
済
政
策
は
朝
令
暮
改
状
態
で
安
定
せ
ず
、
難
し
い

経
営
を
強

い
ら
れ
た
上
に
、

一
九
九
八
年

の
金
融
危
機

(ル
ー
ブ
ル
暴
落
)
に
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直
撃
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
株
式
会
社

「ビ
キ
ン
」
は
し
ぶ
と
く
生
き
残
り
、
現
在
も
ビ
キ
ン
川
流
域
の
ウ
デ

へ
た
ち
の
生
活
を
支
え

て
い
る
。
そ
の
経
営
基
盤
は
ど
う
や
ら
中
国
向
け
の
輸
出
が
好
調
な
木
材
生
産

に
あ
る
よ
う
で
あ
る

(写
真
5
)。

　
他
方
、
株
式
会
社
ビ
キ
ン
の
基
幹
産
業

の

一
つ
だ

っ
た
毛
皮
類
や
野
生
動
物
の
肉
、
薬
草
類
、
ビ
キ
ン
川
の
魚
な
ど
を
生
産
す
る

伝
統
的
な
産
業
部
門
は
二
〇
〇
三
年
に
形
式
上
株
式
会
社
か
ら
分
離
さ
れ
、
新
た
に
結
成
さ
れ
た
氏
族
共
同
体

「チ
ー
グ
ル
」

(チ

ー
グ
ル
↓=弓
は
ロ
シ
ア
語
で
ト
ラ
を
意
味
す
る
。
ト
ラ
は
ウ
デ

へ
に
と
っ
て
最
も
神
聖
な
動
物
)
が
受
け
持

つ
こ
と
に
な

っ
た
。
ゴ

ス
プ

ロ
ム
ホ
ー
ス
の
民
営
化
に
よ

っ
て
株
式
会
社

「ビ
キ
ン
」
専
属
と
な

っ
た
職
業
猟
師
た
ち
も
、
そ
れ
に
伴

っ
て
、
狩
猟
に
従
事
す
る

時
に
は
氏
族
共
同
体

の
職
員
と
な
る
。
モ
ス
ク
ワ
の
統
制
が
か
な
り
厳
し
く
な

っ
て
き
た
プ
ー
チ

ン
政
権
下
で
は
、
株
式
会
社
よ
り

先
住
民
族
特
有
の
組
織
と
さ
れ
る

「
氏
族
共
同
体
」
(Ooき
し・雷

8
日
謡
①)
の
方
が
、
「伝
統
的
自
然
利
用
領
域
」
で
の
活
動
を
続
け
る

の
に
有
利
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　
ウ
デ

へ
の
他

の
集
団
、
ソ
連
時
代
に
崩
壊
し
た
イ
マ
ン
川
の
集
団
や
ソ
連
崩
壊
後
国
営
企
業

の
民
営
化

に
失
敗
し
た
ホ
ル
川
流
域

や
サ

マ
ル
ガ
川
流
域
の
集
団
と
比

べ
る
と
、
ビ
キ
ン
川
の
集
団
は
自
前

の
企
業
を
持
ち
、
社
会
的
な
活
力
も
残
し
て
い
る
。
そ
の
理

由
は
い
く

つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
中
で
も
重
要
な
点
は
、

一
九
九
二
年

の
猟
場
の
森

の
伐
採
計
画
に
対
す
る
反
対
運
動
に
も
見
ら
れ

た
よ
う

に
、
伝
統
的
な
生
活

ス
タ
イ
ル
を
守
り
な
が
ら
、
独
自
の
や
り
方
で
生
き
残
り
を
図
ろ
う
と
す
る
村
人
た
ち
の
意
志

の
強
さ

で
あ
る
。
反
対
運
動
当
時
の
村
長
や
国
営
企
業
民
営
化
当
時

の
代
表
者
な
ど
に
優
れ
た
人
物
が
お
り
、
人
材
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
重

要
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
村
人
た
ち
の
生
き
残
り

へ
の
意
志
の
表
れ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
ビ
キ
ン
の
ウ
デ

へ
た
ち
は
生
き
残
る
た
め
に
重
大
な
方
針
転
換
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
毛
皮
に
依
存

し
た
外

部
世
界
と
の
接
触
と
い
う
伝
統
的
な
方
法
か
ら
の
脱
却

で
あ

っ
た
。
毛
皮
は
も
は
や
利
益
を
生
み
出
さ
な
く
な

っ
た
か
ら
で

あ
る
。
毛
皮
獣
狩
猟
は
現
在
で
も
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ウ
デ

へ
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
た
め
の
象
徴
的
な
意
味
合

い

の
方
が
大

き
く
、
経
済
的
な
意
味
は
小
さ
い
。
毛
皮
を
は
じ
め
と
す
る
狩
猟
産
品
の
売
り
上
げ
不
振
に
は
い
く

つ
か
の
原
因
が
挙
げ
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ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
毛
皮
に
代
わ
る
防
寒
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
素
材
の
開
発
と
普
及
、
②
世
界
的
な
動
物
愛
護
運
動
あ
る
い

は
野
生
動
物
保
護
運
動
の
高
揚
、
③

一
番
目
と
二
番
目
の
原
因
が
影
響
し
て
起
き
た
欧
米
諸
国
で
の
毛
皮
需
要

の
低
迷
、
④
三
番
目

の
原
因
に
よ
る
欧
米
の
毛
皮
企
業
の
ロ
シ
ア
の
毛
皮
市
場

へ
の
参
入
と
競
争
の
激
化
に
よ
る
市
場
価
格
の
低
迷
で
あ
る
。

一
九
八
〇

年
代
ま
で
森
林
か
ら
産
出
さ
れ
る
狩
猟
産
品
の
花
形
で
あ

っ
た
毛
皮
は
二
十
世
紀
末
の
最
後
の
十
年
で
、
そ
の
地
位
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
済
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
影
響
の

一
つ
で
も
あ
る
。

　
毛
皮

へ
の
依
存

か
ら
の
脱
却
は
、
経
済
的
、
社
会
的
、
そ
し
て
精
神
的
に
も
狩
猟
に
依
拠
し
つ
つ
独
自

の
生
活
様
式
と
文
化
を
築

い
て
き
た
シ
ベ
リ
ア
、
極
東
地
域
の
先
住
諸
民
族
に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
大
な
事
態
で
あ

っ
た
。
特
に
ウ
デ

へ
、
ナ
ー
ナ
イ
な
ど
の

極
東
地
域
南
部
、
す
な
わ
ち
か

つ
て
中
華
帝
国
の
支
配
下
に
あ
り
、
中
国
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
世
界
で
独
自
の
地
位
を

築

い
て
き
た
人
び
と
に
と

っ
て
、
そ
れ
は
生
活
と
文
化
を
根
底
か
ら
覆
す
事
態
で
あ

っ
た
。
第
二
節
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は

毛
皮
を
媒
体
に
し
て
こ
の
世
界
に
参
入
し
、
狩
猟
と
漁
撈

、
採
集
に
依
拠
し
な
が
ら
も
洗
練
さ
れ
た
文
化
を
築
き
、
清
朝
支
配
下
の

中
国
社
会
で
高

い
地
位
を
享
受
し
て
き
た
。
帝
政

ロ
シ
ア
時
代
以
降
、
そ
の
地
位
は
完
全
に
失
わ
れ
、
未
開

の
狩
猟
採
集
民
族
と
規

定
さ
れ
な
が
ら
も
、
高
い
気
位
と
誇
り
を
維
持

で
き
た
の
は
、
世
界

に
通
用
す
る
高
級
毛
皮
を
生
産
す
る
狩
猟
活
動
に
絶
対

の
自
信

を
持

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
誇
る
ク
ロ
テ
ン
は
二
束
三
文
の
値
段
で
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
自
尊
心

は
根
底

か
ら
崩
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
も
は
や
誇
り
を
持
て
な
く
な

っ
た
猟
師
と
い
う
職
業
に
就
こ
う
と

い
う
若
者
は
少
な
く
、
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(15
)

に
対
す
る
豊
か
な
知
識
と
洗
練
さ
れ
た
技
術
を
誇

っ
た
ウ
デ

へ
の
狩
猟
も
後
継
者
不
足
に
よ

っ
て
存
続
の
危
機

に
立
た
さ
れ
て
い
る
。

　
最
近

の
エ
ネ

ル
ギ
ー
資
源

の
価
格
高
騰
を
受
け
て
、
経
済
も
高

い
成
長
率
を
示
し
、

ロ
シ
ア
は
B
R
I
C

s

(ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ

ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
の
頭
文
字
を
取
っ
て
作
ら
れ
た
呼
称
)
と
呼
ば
れ
る
成
長
著
し

い
国
家

の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
程

に
な

っ
た
。
そ

の
効
果
は
極
東
の
先
住
民
族
地
域

に
も
あ
る
程
度
は
波
及
し
て
お
り
、
村

の
商
店
の
品
揃
え
も
か
な
り
豊
富
に
な

っ
た
。
村
人
に
は

テ
レ
ビ
や
冷
蔵
庫
、
ビ
デ
オ
デ

ッ
キ
は
お
ろ
か
、
D
V
D
プ
レ
ー
ヤ
ー
や
パ
ソ
コ
ン
す
ら
持

つ
者
も
現
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
最
近
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は
携
帯

電
話
も
普
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、

ロ
シ
ア
社
会
全
体

に
蔓
延
す
る
貧
富
の
差

の
拡
大
は
先
住
民
族
の
間

に
も
持
ち
込
ま
れ

て
お
り
、
同
じ
村
の
中

で
も
家
を
欧
米
の
ス
タ
イ
ル
に
改
築
す
る
者
が

い
れ
ば
、
旧
ソ
連
時
代
に
支
給
さ
れ
た
集
合
住
宅
に
住
み
続

け
、
改
修
も
ま
ま
な
ら
な
い
と
い
う
人
も
数
多
く
い
る
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
、
若
者
は
欧
米
風
の
生
活
を
求
め
て
、

ハ
バ
ロ
フ
ス

ク
や
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ー
ク
な
ど
の
地
方
都
市
や
ル
チ

ェ
ゴ
ル
ス
ク
の
よ
う
な
身
近
な
町

へ
流
出
し
、
村
の
過
疎
化
が
進
行
し
て
い
る
。

　

ソ
連
時
代

に
モ
ス
ク
ワ
に
直
結
し
た
シ
ベ
リ
ア
、
極
東
の
先
住
民
族
の
政
治
経
済
は
、
今
や
世
界
と
つ
な
が
る
よ
う

に
な

っ
た
。

ビ
キ
ン
川
の
ウ
デ

へ
た
ち
も
中
国

へ
木
材
を
輸
出
す
る
こ
と
で
、
逆

に
自
分
た
ち
の
森
と
狩
猟
を
守

っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。

木
材
生
産
は
両
刃
の
剣
で
あ
り
、
い
つ
猟
場
の
森
を
失
う
か
、
そ
れ
に
よ

っ
て
伝
統
文
化
も
村

の
社
会
も
い
つ
崩
壊
す
る
か
わ
か
ら

な
い
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
つ
つ
も
、
経
済
が
グ

ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
在
で
は
、

ロ
シ
ア
極
東

の
先
住
民
族
も
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

四
　

お
わ
り

に
　

　
北
東
ア
ジ
ア
の
森
林
資
源
を
め
ぐ
る
対
立
と
妥
協

　
極
東

ロ
シ
ア
に
お
け
る
森
の
資
源
の
利
用
の
歴
史
を
、
主
に
毛
皮
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
前
近
代
か
ら
現
代
ま
で
通
覧
し
て
み
た
。

そ
こ
に
は
常
に
、
資
源
が
眠
る
森
を
居
住
と
活
動
の
場
と
す
る
住
民

(あ
る
い
は
先
住
民
族
)
と
そ
こ
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
国
家

や
地
域
権
力
と
の
問
で
、
資
源
を
め
ぐ
る
対
立
と
妥
協
が
見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
最
後
に
両
者

の
対
立
図
式
を
類
型
化
し
て
み
て
、

現
代
の
ビ
キ
ン
川
流
域
の
ウ
デ

へ
が
活
動
す
る
森
の
資
源
を
め
ぐ
る
状
況
を
整
理
し
て
、
こ
の
地
域
の
森

の
資
源
が
今
後
も
持
続
的

に
利
用
可
能
か
ど
う
か
を
検
証
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
森

に
求
め
ら
れ
る
資
源
が
、
毛
皮
や
薬
草
、
木
材
の
よ
う
に
自
然
の
再
生
産
能
力
で
再
生
可
能
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
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段
階
と
、
鉱
物
資
源
や

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
よ
う
に
再
生
不
可
能
な
も

の

(実
際
に
は
鉱
物
も
石
油
、
石
炭
、
天
然
ガ
ス
な
ど
も
再
生

さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
億
単
位
の
年
月
が
必
要
で
、
そ
れ
で
は
人
間
が
使
う
生
態
資
源
と
し
て
再
生
可
能
と
は
い
え
な
い
)
ま
で
求
め
ら
れ

る
段
階
と
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者

の
段
階
で
は
国
家
と
住
民
と
は
必
ず
し
も
対
立
す
る
必
要
は
な

い
。
国
家
が
住
民
の
力
を
利
用
す

る
方
が
効
率
が
よ
い
と
判
断
す
れ
ば
、
彼
ら
に
資
源
の
取
得

の
独
占
権
す
ら
与
え
る
。
た
だ
し
、
国
家
だ
け
が
取
引
で
き
る
よ
う
に

制
限
は
加
え
て
お
く
。
そ
う
す
れ
ば
そ
の
資
源
は
国
家
が
独
占
的
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
清
朝
の
毛
皮
朝
貢
制
度
や

旧
ソ
連

の
国
営
企
業
を
通
じ
た
毛
皮
獣
狩
猟
の
振
興
策
が
こ
れ
に
当
た
る
。

　
清
朝
と
ソ
連
と
は
国
家
の
構
造
は
全
く
異
な
る
が
、
資
源

へ
の
ア
ク
セ
ス
に
関
し
て
地
元
住
民
を
優
遇
し

つ
つ
国
家
が
独
占
し
よ

う
と
し
た
点

で
共
通
す
る
。
こ
れ
に
は
、
両
者
と
も
政
府
が
経
済
活
動
に
大
き
く
介
入
す
る
中
央
集
権
型
の
経
済
政
策
を
行

っ
て
い

た
こ
と
と
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
国
内

の
人
び
と
に
移
動
の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
関
係
す
る
。
中
央
集
権
型

の

経
済
運
営
で
は
価
格
統
制
が
可
能
で
、
国
家
が
資
源
を
独
占
的

に
利
用
す
る
た
め
に
も
生
産
地
の
地
元
に
有
利
な
買

い
取
り
価
格
を

設
定
で
き
た
。
ま
た
、
国
民
の
移
動
や
移
住
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
で
、
資
源
が
あ
る
地
域

へ
の
人
び
と
の
流
入
を
防
ぎ
、
地
元
住

民
の
活
動
を
妨
害
さ
せ
な
い
よ
う
に
も
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
清
も
ソ
連
も
ア
ム
ー
ル
川
流
域
や
沿
海
地
方

の
住
民
を
優
遇
す
る
必

要
が
あ

っ
た
。
清
は
こ
の
地
域
を

ロ
シ
ア
に
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
つ
つ
、
ク
ロ
テ
ン
の
毛
皮
を
宮
廷
が
独
占
す
る
た
め
で
あ
り
、

ソ
連
の
場
合

に
も
は
や
り
ク

ロ
テ
ン
を
政
府
が
独
占
的
に
扱
う
た
め
と
、
領
土
防
衛
の
意
味
が
あ

っ
た
。
ア
ム
ー
ル
川
流
域
や
沿
海

地
方
は
ソ
連
に
と

っ
て
も
中
国
や
日
本
と
接
す
る

「
国
境
地
帯
」
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
住
民
側
も
国
家

の
要
求
に
応
え
る
よ
う
に
そ
の
資
源

の
取
得
技
術
や
加
工
技
術
を
磨
き
上
げ
た
。
清
朝
支
配
時
代
に
は

宮
廷
の
要
求
に
応
じ
ら
れ
る
高

い
品
質
の
毛
皮
を
産
出
す
る
た
め
の
罠
と
狩
猟
技
術
が
確
立
さ
れ
、
ソ
連
時
代

に
は
相
応

の
量
を
確

保
す
る
た
め
の
狩
猟
方
法
が
開
発
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
必
ず
し
も
地
元
住
民
を
優
遇
す
る
必
要
性
が
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
政
権
が
地
元
住
民
と
は
異
な
る
利
害
集
団
を
基
盤
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に
し
て

い
る
場
合
に
は
、
政
府
と
地
元
住
民
の
利
害
は
対
立
す
る
。
再
生
可
能
な
資
源
で
あ

っ
て
も
、
利
益
が
大
き
い
と
な
れ
ば
、

政
府
は
自
ら
を
支
持
す
る
集
団
や
勢
力
が
優
先
的

に
そ
こ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
な
政
策
を
採
用
す
る
。
そ
の
結
果
地
元
住
民
側

が
不
利

に
な
り
、
自
分
の
土
地
の
資
源
か
ら
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
帝
政

ロ
シ
ア
領

に
編
入
さ
れ
た
頃
の
ア
ム
ー
ル
川
流
域
、

沿
海
地
方

の
先
住
民
族
が
こ
の
よ
う
な
状
況
だ

っ
た
。

　
ま
た
、
経
済
体
制
が
市
場
原
理
や
競
争
原
理
を
伴
う
資
本
主
義
経
済
と
な

っ
て
も
、
資
源
の
産
地
の
地
元
住
民
に
対
す
る
優
遇
策

は
保
証

さ
れ
な
く
な
る
。
基
本
的
に
も
の
の
価
値
、
価
格
が
市
場
に
お
け
る
需
給
関
係
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
必
ず
し

も
地
元
住
民
が
得
意
と
す
る
方
法
で
得
ら
れ
た
資
源
や
そ
こ
か
ら
加
工
さ
れ
た
生
産
物
が
高
く
売
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
し
て
、

生
産
す

る
た
め
の
用
具
類
や
燃
料
、
あ
る
い
は
人
件
費
な
ど
の
経
費

の
方
が
生
産
物
の
価
格
よ
り
高
く
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

そ
う
な

る
と
、
住
民
は
利
用
資
源
や
生
産
物
を
市
場
で
需
要
が
高

い
も
の
に
変
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ソ
連
崩
壊
直
後
の

状
況
が

こ
れ
に
当
た
る
。

　
同
じ
土
地
に
地
元
住
民
の
技
術
や
用
具
類
で
は
取
り
出
せ
な

い
が
、
市
場
で
の
需
要
が
高
く
、
高
く
売
れ
そ
う
な
資
源
が
眠

っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
場
合
、
そ
の
土
地

の
複
数
の
資
源
を
め
ぐ

っ
て
利
害
関
係
者
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ

う
な
資
源
の
多
く
が
鉱
物
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
再
生
不
能
な
も
の
で
、
そ
れ
を
開
発
す
る
と
土
地
そ
の
も
の
が
そ
の
後
使
用
不
能
と

な
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
に
、
地
元
住
民
に
と

っ
て
は
そ
の
開
発
が
死
活
問
題
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多

い
。
そ
れ
が
ソ
連
時
代
後

半
か
ら
現
在
の
グ

ロ
ー
バ
ル
時
代
に
至
る
資
源
を
め
ぐ
る
地
元
住
民
と
政
府
や
開
発
企
業
と
の
対
立
で
あ
る
。
沿
海
地
方
の
ビ
キ
ン

川
流
域

に
お
い
て
は
狩
猟
対
象
と
な
る
動
物
資
源
を
利
用
す
る
先
住
民
族
ウ
デ

へ
と
、
森
を
破
壊
し
て
ま
で
木
材
資
源
を
利
用
し
よ

う
と
す
る
沿
海
地
方
政
府
や
合
弁
企
業
と
が
対
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
動
物
資
源
と
木
材
資
源
と
い
う
再
生
可
能
な
資

源
ど
う
し
を
め
ぐ
る
対
立
だ

っ
た
が
、
企
業
側

の
利
用
方
法
は
資
源
の
再
生
は
お
ろ
か
、
森
の
再
生
す
ら
で
き
な
く
な
る
よ
う
な
も

の
だ

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
対
立
が
先
鋭
化
し
た
。
他
方
、
サ
ハ
リ
ン
で
は
ト
ナ
カ
イ
放
牧
地
や
海
獣
、
魚
と

い
う
再
生
可
能
な
動
植
物
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資
源
と
石
油
、
天
然
ガ
ス
と
い
う
再
生
不
能
な

エ
ネ

ル
ギ
ー
資
源
を
め
ぐ

っ
て
、
先
住
民
族

(ウ
イ
ル
タ
、
エ
ヴ

ェ
ン
キ
、
ニ
ヴ
フ
)

と
国
家
や
企
業
と
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
さ
ら
に
先
住
民
族

の
文
化
的
戦
略
資
源
と
国
家

の
政
治
経
済
的
戦
略
資
源
と
の
対

立
に
も
な

っ
て
い
る
。

　
先
住
民
族
、
あ
る
い
は
古

い
移
民
を
含
む
資
源
が
眠
る
土
地
に
暮
ら
す
地
元
住
民
の
視
点
か
ら
資
源
の
利
用
を
考
え
れ
ば
A
再
生

可
能
な
資
源
を
持
続
的
に
利
用
す
る
の
が
望
ま
し

い
。
ま
た
資
源
管
理
も
彼
ら
に
委
ね
る
方
が
効
果
的
で
も
あ
る
。
資
源
が
枯
渇
し

て
も
彼
ら
に
は
ど
こ
に
も
逃
げ
場
が
な
い
た
め
に
、
利
用
す
る
資
源
に
対
し
て
責
任
を
持

っ
た
管
理
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

点
で
旧
ソ
連

の
ゴ
ス
プ

ロ
ム
ホ
ー
ス
な
ど
は
狩
猟
採
集
対
象
の
動
植
物
資
源

の
管
理
と
利
用
に
先
住
民
族
を
効
果
的

に
使

っ
た
。

　
し
か
し
、
同
じ
ソ
連
が
木
材
資
源
や
再
生
不
能
な
資
源
の
開
発
に
乗
り
出
し
た
と
き
、
先
住
民
族
と
の
関
係
は
崩
れ
始
め
た
。
さ

ら
に
ソ
連
崩
壊
後
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
が
狩
猟
産
品
よ
り
も

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
や
木
材
資
源
な
ど
先
住
民
族
が
開
発
で
き
な
い
資

源
の
方
を
重
視
す
る
た
め
に
、
先
住
民
族
と
国
家
や
開
発
企
業
と
の
関
係
は
ま
す
ま
す
険
し
く
な

っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状

況
下
で
住
民
側
が
新
し
い
資
源
の
開
発
に
対
抗
す
る
た
め
に
取
る
べ
き
方
策
は
、
先
住
権
や
自
然
保
護
を
訴
え
る
だ
け
で
な
く
、
自

ら
狩
猟
漁
業
産
品

の
需
要
を
喚
起
し
て
、
自
分
た
ち
が
利
用
す
る
資
源
と
生
産
物
の
存
在
感
を
も

っ
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
新
し
い
資
源

の
開
発
に
乗
り
出
す
政
府
や
企
業
に
必
要
な
の
は
、
地
元
住
民
の
小
さ
な
声
に
耳
を
傾
け
、
彼
ら
の
資
源
利
用
の

歴
史
的

・
文
化
的
背
景
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
先
住
民
族
側
は
も

っ
と
自
分
た
ち
の
資
源
利
用
の
経
済
的
な
利
点

を
訴
え
る
べ
き
で
あ
り
、
開
発
企
業
側
は
開
発
す
る
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
資
源
を
生
態
資
源
と
し
て
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
の
歴
史

的

・
社
会
的

・
文
化
的
脈
絡
に
も

っ
と
関
心
を
持
ち
、
先
住
民
族
の
土
地

で
再
生
不
能
な
資
源
を
開
発
す
る
意
味
を
考
え
て
お
く
べ

き
な
の
で
あ
る
。
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註(
1
)
　

現
在

の
沿
海

地
方

に
当

た

る
地
域

の
人

び

と

に
対

し

て
は

二
年

に

一
度

ウ

ス
リ

ー
川

と
イ

マ
ン
川

(
ま
た

は

ニ

マ
ン
川

、
現

在

の
大

　

　

ウ

ス
ル
ガ
川
)

の
合

流
地

点

で
あ

る

ニ
マ
ン
に
設

け
ら

れ
た
出

張
所

に
寧

古
塔

ま

た
は

三
姓

か
ら
役

人
が

派
遣

さ

れ
、
毎

回

二
年
分

の

　

　
毛
皮

が

貢
納

さ
れ
、

二
年

分

の
恩
賞

が
下

賜

さ
れ

て

い
た
。

[遼

寧

省
棺
案

館

ほ

か
　

一
九

八
四
]

(
2
)　

一
八

〇

一
年

(
日
本

の
享
和

元
年

)

に
江
戸

幕
府

か
ら
派
遣

さ

れ

て
、

サ

ハ
リ

ン

で
大

陸
側

か
ら

や

っ
て
き
た

サ

ン
タ

ン
人

(現

在

　

　

の
ウ
リ

チ
や

ナ
ー

ナ
イ

の
祖
先

)

や

ア
イ

ヌ
た
ち

に
話

を
聞

い
た
中

村
小

市
郎

は
、

宗
谷

出
身

の
ア
イ

ヌ

で
当

時

キ
ジ
村

在
住

だ

っ
た

　

　

カ
リ

ヤ
シ

ン
と

い
う
人
物

か
ら
、

「
満
州

に
て
獺

の
皮

平

人

着

用
禁

、

む
じ

な

・
砧

の
類

は
平

人

の
着

用

に
成

候
由

・
襟

袖

口
又

は
頭

　

　
巾

の
類

の
か
む
り
物

へ
も
附
候

由

。
其
外

満

州
よ

り
外

国

へ
も
売
出

候
趣

も
相

聞
候

よ

し
」

と

い
う

話

を
聞

い
て

い
る

[中
村

　

一
八

　

　
〇

一
"
二
〇

]
。

(3
)　

三
姓

副
都
統

衙

門

の
楢

案

に

は
、

三
姓

で
毛

皮
貢

納

民

か
ら

テ
ン

の
毛

皮

(
ク

ロ
テ
ン

で
は
な

い
)

を
仕

入
れ

た
商
人

に
対

し

て
、

　

　
吉
林

で
税
を

払

っ
て
許

可
を
得

た

後

に
盛

京

(ま

た
は
奉

天
、

今

の
藩
陽

)

で
商
売

し

て
も

よ

い
と

い
う
許
可

証

を
与

え
た

こ
と

に
関

　

　

す
る
報

告
書

が
何

通

か
残

さ
れ

て

い
る
。

(4
)　

こ
の
調
査

の
罠

の
構
造

と
機
能

に
関

す

る
詳
細

は

こ
の
調

査

の
成

果

報
告

書

と

し

て
刊

行

さ

れ

た

『
ロ
シ
ア
狩

猟

文
化

誌
』

[佐

藤

　

　

一
九
九

八
]

の

コ
ラ

ム

に
詳

し

い
。

ま
た
、

こ

れ
ら

の
罠

と
現
代

の
捕
獣

器

と

の
比
較

に
関

し

て
は
拙
稿

が

あ
る

[佐

々
木
　

二
〇
〇

　

　
〇

、

二
〇
〇

六
]
。

(5
)　

ソ
連

時
代

以
来

、
国

営

の
狩
猟

企
業

所
属

の
職
業

猟
師

が
計

画

に
則

っ
て
ク

ロ
テ

ン
や
そ

の
他

の
動
物

を
捕

る

た
め

に
割

り
当

て
ら

　

　

れ
た
猟

場

は
、

こ

の
ス

ワ
ン
タ

イ

こ
・、
オ

の
岩
場

よ
り

上
流

に
展

開

し
て

い
た
。

国
営

企
業

は

一
九
九

四
年

に
民
営

化
政

策

に
よ

っ
て

　

　
株

式
会

社
化

さ

れ
た

が
、
猟

場

の
位
置

は
変

わ

っ
て

い
な

い
。

(6
)　

一
六
四

三
年

に
V

・
ポ

ヤ

ル

コ
フ
が

コ
サ

ッ
ク
た

ち
を
率

い
て
ア

ム
ー

ル
川

の
探
検

に
成

功

し
、

一
六

四
九
年

に

E

・
バ
バ

ー

ロ
フ

　

　

が
本
格

的

な

ア
ム
ー

ル
侵
略

を
開

始

し

て
か
ら
、

清

と

ロ
シ
ア

は
四
十
年

ほ
ど

に
わ

た

っ
て
ア

ム
ー

ル
川
流
域

の
領

有

を
め

ぐ

っ
て
断

　

　
続

的

に
武
力

衝
突

を
繰

り
返

し

た
。

こ

の
紛

争

は

一
六
八
九

年

の
ネ

ル
チ

ン

ス
ク
条
約
締

結

で
終

結
す

る
。

(7
)　

極
東

ロ
シ

ア
の

「少

数
民

族
」

の
社

会

に
関

す
る
研

究

が
欧
米

の
哲

学

や
歴
史

学

に
寄
与

し

た

こ
と
で
有
名

な

の

は
、
L

.
Y

a

.
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シ

ュ
テ

ル

ン
ベ

ル
ク

の

ニ
ヴ

フ

(ギ

リ
ヤ

ー

ク
)

社
会

研
究

が
、

F

・
エ
ン
ゲ

ル

ス
の
家
族

論

・
婚
姻
論

に
材
料

を
提

供

し
た

こ
と

で

　

　
あ

る
。

(
8
)　

ソ
連

時
代

彼

ら

は

「
北
方

少
数

民
族

」

(=ρ。
℃。
自
。自
び
　
8
じ・
Φ
B
)

と

い
う

カ

テ
ゴ

リ

ー

に
分

類

さ

れ
た

。
「
ナ
ド

ー

ロ
ノ

ス
チ
」

(=
Q
-

　

　
o
O崔
○
身
げ
)

と

は
ソ
連

時
代

の
民

族
概
念

の

一
つ
で
、

国
家
機

構

を
保

持

す

る
こ

と
が

で
き
な

い
非

文

明
的

な

弱
小

民

族

に
対

し

て
適

　

　
用
さ

れ

る
こ
と

が
多

か

っ
た
。

シ

ベ
リ
ア

・
極
東

の
先

住
民

族

の
多

く
は

そ

の
典

型

と
さ

れ
た
。

そ

れ

に
対

し

て
同

じ
民
族
概

念

で
も

　

　
「
ナ

ー
ツ

イ
ヤ
」

(=
p。月
=国
)

は
国

家

機
構

を

保
有

で
き

る

ほ
ど
成

熟

し

た
民

族

で
、
連

邦

構
成

共

和

国
や

そ

の
中

の
自

治

共
和

国

、
自

　

　
治

州

な
ど

の
政
治

的

な
自
治

を
享

受

す
る
権

利
を

与

え
ら

れ
た
。

(9
)　

直
線

的

な
街
路

と
規

格
化

さ

れ
た
住

宅

が
立

ち
並

ぶ

こ
の
よ
う

な
村

は

「
都
市

型
村

落
」

(=。
。
曾
臭

8
0
。
碧
否
3

霞
・
鋤
)

と
呼
ば

れ
、

　

　
ソ
連
時

代

に
全
国

に
多

数
建

設

さ
れ

た
。

ロ
シ
ア

の
農

村

は
民
族

、
地

域

に
か

か
わ
ら

ず
ど

こ

へ
行

っ
て
も
似

た

よ
う

な
印
象

を

受
け

　

　
る

の
は
そ

の
た

め

で
あ
る
。

(10
)　

こ
の
よ
う

な
北

方
少

数
民

族

の
社
会

主
義

的
な

近
代
化

の
過
程

に

つ
い
て
は
、

一
九

五
六
年

に
刊

行

さ
れ

た

シ

ベ
リ

ア
諸

民
族

に
関

　

　
す
る

ハ
ン
ド

ブ

ッ
ク

『
シ
ベ
リ

ア

の
諸

民
族

』

(工
巷
。
宣

9

9
冨

二

九

六

四
年

に
は

℃
Φ
o
豆
①
ω
o
h
oリ
ヨ
霞
壁

と

し

て
英
訳

も

さ
れ

て

　

　

い
る
)

に
要

領

よ
く

ま
と

め
ら

れ
て

い
る
。

こ

の
本

は
ソ
連

で
公

認

さ
れ
た

民
族
ご

と

に
、

そ

の
歴
史
、

生
業

と
物

質
文

化

、
社
会

構

　

　
造

、
精

神
文

化
な

ど

の
項
目

が
立

て
ら

れ

て
、
社
会

主
義

以
前

の
状

況

が
語

ら

れ
、

最
後

に
社

会
主

義
時

代

の
状

況
が

一
つ
の
節

と
し

　

　
て
ま

と
め
ら

れ

て

い
る

[い
Φ
<
言

鋤
コ
α
℃
o
富
O
o
<

一
㊤
㎝
①
博
一
り
①
出

。

(
11
)　

バ

ル
グ

ジ

ン
種

と

い
わ

れ
、

ア
ム

ー

ル
川

下
流

の
も

の
よ

り
毛

足
が
長

く

て
高
級

感

が
あ

る
。

か

つ
て

『柳

辺
紀

略
』

で

い
わ

れ
た

　

　
「索

倫
　

」

[
楊
賓

　

一
九

八
五
]

に
相
当

す

る
も

の
と
考

え

ら
れ

る
。

(
12
)　

職
業

猟
師

が
使

う
銃

や
弾
薬

は
、

社
会

主
義

体
制

が
崩

壊

し

て
国
営
企

業

が
株
式

会
社

化

さ
れ

た
現
在

で
も
会
社

が
管

理

し

て

い
る
。

　

　
銃

の
個

人
所
有

が

可
能

に
は
な

っ
た
が

、
そ

れ

で
も
猟
師

は
猟

期

に
必
要

に
応

じ

て
会
社

の
倉

庫

か
ら
出

し

て
き

て
も

ら

っ
て
使
用

し
、

　

　
猟

期
が
終

わ

れ
ば

再
び
倉

庫

に
戻

さ
な

く

て
は
な

ら
な

い
。

(
13
)　

た
と

え
ば

、

一
九
七

〇
年
代

以
降

に
見

ら

れ
た
固

有
言

語
教

育

の
後
退

と

ロ
シ
ア
語
教

育

の
強
化

に
よ

っ
て
固
有

言
語

が
消

滅

の
危

　

　
機

に
さ

ら
さ

れ

る
よ
う

に
な

っ
た

り
、
彼

ら

を

「少

数
民

族
」

と
規

定

す
る

こ
と

で
事
実

上

の
二
級

市
民

と

し

て
差

別
を

助
長

し

た
り
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致
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及
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か
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。
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