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山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
（
６
）

ー
指
導
資
料
作
成
の
試
み
ー

谷

口

守

は
じ
め
に

「
北
海
道
の
人
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
朝
か
ら
晩
ま
で
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
の
中

で
暮
し
て
い
て
、
地
名
と
い
う
も
の
に
興
味
を
持
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
を
捨

て
る
こ
と
が
少
し
も
惜
し
く
な
く
て
ど
ん
ど
ん
変
え
て
い
く
。
私
た
ち
が
口
を
す

っ
ぱ
く
し
て
だ
め
だ
と
言
っ
て
も
、
緑
町
が
い
い
と
か
、
柏
木
町
が
い
い
と
か
い
う

こ
と
で
ど
ん
ど
ん
変
っ
て
い
く
。
そ
れ
く
ら
い
北
海
道
の
人
た
ち
は
一
般
は
関
心

が
少
い
。
」
（
注
１
）
山
田
秀
三
は
対
談
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
お

読
み
の
道
民
の
方
々
は
ど
う
感
じ
ま
す
か
。
国
語
の
先
生
方
な
ら
ば
、
言
葉
に

興
味
が
お
あ
り
で
し
ょ
う
か
ら
地
名
へ
の
関
心
も
高
い
で
し
ょ
う
が
、
高
校
生
に

な
る
と
山
田
の
発
言
が
ま
さ
に
的
中
し
、「
え
っ
、
地
名
に
意
味
あ
ん
の
？
」
と
い

う
声
が
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
彼
ら
の
多
く
は
、
表
音
記
号
の
よ
う
に
地
名
を
使

用
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
地
名
、
殊
に
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
地
名
に
は
意
味
が
あ

り
ま
す
。

さ
て
、「
国
語
教
育
に
ア
イ
ヌ
文
化
を
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
山
田
秀
三
の
文

章
の
教
材
化
に
取
り
組
ん
で
も
う
六
年
に
な
り
ま
す
。
一
年
目
は
教
材
と
そ
の

概
要
（
注
２
）
を
提
案
し
、
そ
の
後
は
高
校
教
科
書
で
お
馴
染
み
の
評
論
文
「
「
で

あ
る
」
こ
と「
す
る
」
こ
と
」
の
四
社
の
指
導
資
料
に
倣
っ
て
、
左
の
表
の
よ
う
な
指

導
資
料
を
作
り
ま
し
た
（
注
３
・４
・
５
・
６
）
。

教
材
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
（
甲
乙
丙
丁
戊
）

資
料
№

甲

﹃
北
海
道
の
地
名
﹄
序
⽂

（
１
）

乙
丙
丁
戊
﹃
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
﹄

↓

指
導
資
料

１

単
元
の
ね
ら
い

（
２
）

２

教
材
の
ね
ら
い

↓

３

学
習
指
導
・
授
業
の
展
開
例
（
～
時
間
）

（
３
）

４

出
典
・
原
文
と
の
異
同

５

筆
者
解
説
・
略
歴

６

要
約
（
百
字
・
二
百
字
）

７

構
成
（
段
落
構
成
）

８

構
成
展
開
図

９

発
問
例
と
解
答
例

（
４
）
（
５
）

語
句
の
説
明

↓

↓

10

作
品
解
説

（
６
）

11

参
考
資
料

12

参
考
文
献

13

学
習
の
手
引
き
解
説

14

板
書
例

15

以
下
は
、
（
５
）
の
続
き
の
指
導
資
料
（
以
下
「
指
導
書
」
）
で
す
。
な
お
、「
本

文
」
と
は
指
導
資
料
そ
の
も
の
を
指
し
ま
す
。「
解
説
」
と
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に

作
っ
た
か
の
説
明
で
す
。
そ
こ
に
は「
「
で
あ
る
」
こ
と「
す
る
」
こ
と
」
（
以
下
「
で
あ

る
～
」
）
の「
第
一
学
習
社
」
（
以
下
「
第
一
」
）
、「
大
修
館
書
店
」
（
以
下
「
大
修
」
）
、

「
桐
原
書
店
」
（
以
下
「
桐
原
」
）
、「
数
研
出
版
」
（
以
下
「
数
研
」
）
の
指
導
書
比
較
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が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
長
所
を
本
指
導
書
に
活
か
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

作
品
解
説
（
本
文
）

11教
材
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
魅
力
は
、
第
一
に「
抽
象
的
な
文
章
（
甲

「
北
海
道
の
地
名
」
）
と
具
体
的
な
文
章
（
乙
「
札
幌
の
オ
ソ
ウ
シ
」
丙
「
地
名
に
嘘

は
な
い
」
）
と
い
う
複
数
の
構
成
」
で
あ
る
。
抽
象
的
な
文
章
で
あ
る「
甲
」
を
読
み
、

学
習
者
は
聞
き
慣
れ
な
い
人
名
や
語
句
に
戸
惑
い
、
難
解
に
感
じ
る
こ
と
だ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
で
具
体
的
な
文
章
で
あ
る「
乙
丙
」
を
読
み
、
筆
者
と
共

に
地
名
解
と
い
う
宝
探
し
の
旅
に
同
行
し
て
い
る
よ
う
に
楽
し
く
読
め
る
に
違

い
な
い
。
そ
こ
で
の
方
法
に
対
応
す
る
抽
象
的
箇
所
を
、
先
に
読
ん
だ「
甲
」
か
ら

探
し
、
見
つ
け
出
し
て
も
ら
い
た
い
。
学
習
方
法
と
し
て
は
、
前
者
を
先
に
、
そ
の

次
に
後
者
を
読
ん
で
一
般
的
な
記
述
を
前
者
か
ら
見
つ
け
る
読
み
方
が
学
習

に
効
果
的
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
乙
丙
」
を
先
に
読
ん
だ
後
、
山
田
の
地
名
調
査
法

一
般
を
類
推
し
、
そ
の
後
で「
甲
」
を
読
む
方
法
も
あ
る
。

第
二
に「
甲
」
の
文
章
の「
主
張
と
論
拠
の
関
係
」
で
あ
る
。
筆
者
の
主
張
は
、

「
甲
」
の
文
章
、
最
終
⑥
段
落
の「
古
く
か
ら
の
地
名
を
大
切
に
し
て
い
っ
て
戴
き

た
い
」
に
収
斂
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
⑥
段
落
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
」
の「
地

方
色
こ
そ
が
そ
の
土
地
土
地
の
誇
り
で
」
あ
り
、「
ア
イ
ヌ
時
代
か
ら
開
拓
時
代

を
通
っ
て
き
た
歴
史
的
地
名
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
⑥
段
落
だ
け

の
読
解
だ
け
で
は
わ
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
学
習
者
は
①
～
⑤
段
落
の
読
解
を

通
じ
て
、
聞
き
慣
れ
な
い
人
名
や
語
句
に
多
く
触
れ
、
難
し
く
感
じ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
最
後
に
至
っ
て
こ
の
主
張
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
た
文
章
だ
っ
た
の
か

と
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
で
も
難
解
な
者
に
は
、「
乙
丙
」
の
文
章

を
読
ん
で
、
地
名
語
義
か
ら
地
形
が
推
定
で
き
る
と
理
解
し
た
な
ら
ば
、
筆
者

の
、
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
大
切
に
と
い
う
主
張
に
も
納
得
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

第
三
に「
多
文
化
共
生
社
会
」
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
我
が

国
が「
単
一
民
族
国
家
」
で
な
い
よ
う
に
、「
単
一
文
化
国
家
」
で
も
な
い
こ
と
は

自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
を
ど
れ
く
ら
い
の
高
校
生
（
国
民
）
が
実

生
活
で
感
じ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
本
文
を
読
ん
で
、
学
習
者
の
中
に
は
、

普
段
あ
ま
り
意
識
し
な
い
で
使
用
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
地
名
に
意
味
が
あ
る
と

い
う
「
発
見
」
に
驚
き
を
覚
え
る
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の「
発
見
」
を
通
じ

て
、
北
海
道
や
北
東
北
の
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
た
ち
の
住

所
地
名
に
も
、
ひ
い
て
は
地
名
全
般
に
も
何
か
し
ら
の
意
味
が
あ
る
と
敷
衍
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
地
名
な
の
か
。
ア
イ
ヌ
文

化
は
言
語
・
文
学
・
芸
能
・
祭
祀
・
衣
食
住
に
関
す
る
事
物
な
ど
様
々
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
そ
れ
が
ア
イ
ヌ
語
由
来
だ
と
意
識
す
る
し
な
い
は
と
も

か
く
、「
札
幌
」「
ニ
セ
コ
」
な
ど
、
、
多
数
の
国
内
外
の
人
々
が
知
っ
て
い
る
、
ア
イ

ヌ
語
が
反
映
さ
れ
た
最
た
る
も
の
は
、「
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
地
名
」
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
現
代
人
が
ア
イ
ヌ
文
化
の
代
表
で
あ
る
ア
イ
ヌ
語
を
使
用
す
る
機
会

で
一
番
多
い
の
が「
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
地
名
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
地
名
と
い

う
の
は
、
高
校
生
は
も
ち
ろ
ん
、
小
中
学
生
で
も
聞
き
、
知
り
、
使
う
は
ず
で
あ

り
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
分
け
入
る
よ
き
出
発
点
と
し
て
、
い
わ
ば「
ア
イ
ヌ
文
化
入

門
」
と
し
て
最
適
だ
と
考
え
る
。
す
る
と
、「
多
文
化
」「
ア
イ
ヌ
文
化
」
と
あ
ら
た

め
て
持
ち
出
す
以
前
に
、
幼
少
か
ら
「
ア
イ
ヌ
文
化
」
に
触
れ
て
生
活
し
て
い
た

の
だ
と
実
感
す
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
三
つ
の
こ
と
か
ら
も
、
高
等
学
校
国
語
科
と
し
て
教
材
「
ア
イ
ヌ
語
地

名
を
歩
く
」
が
と
て
も
魅
力
で
あ
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思
う
。

も
し
一
人
で
も
多
く
の
高
校
生
が
本
文
章
に
触
れ
る
な
ら
ば
、「
古
く
か
ら
の

地
名
を
大
切
に
し
て
い
っ
て
戴
き
た
い
」
と
い
う
筆
者
の
思
い
が
伝
わ
り
、
山
田

も
本
望
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
有
名
無
名
の
蝦
夷
地
探
検
家
や
地
名

研
究
者
ら
の
思
い
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
読
み
取
り
た
い
。
し
か
し
、
本
教
材
を
単

な
る
地
名
の
話
、
ま
た
、
独
自
の
方
法
で
地
名
語
義
を
見
出
し
た
だ
け
の
文
章

と
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
筆
者
山
田
が
常
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
松
前

藩
や
明
治
政
府
か
ら
よ
い
扱
い
を
さ
れ
た
と
は
決
し
て
言
え
な
い
先
住
民
族
ア

イ
ヌ
の
思
い
で
あ
り
、
彼
に
地
名
の
意
味
を
教
え
て「
ア
イ
ヌ
語
の
意
味
が
残
る
」

と
涙
を
流
し
た
エ
カ
シ
や
フ
チ
（
お
爺
さ
ん
や
お
婆
さ
ん
）
、
差
別
に
負
け
ず
に

（ 227 ）
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山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
（
６
）

ー
指
導
資
料
作
成
の
試
み
ー

谷

口

守

は
じ
め
に

「
北
海
道
の
人
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
朝
か
ら
晩
ま
で
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
の
中

で
暮
し
て
い
て
、
地
名
と
い
う
も
の
に
興
味
を
持
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
を
捨

て
る
こ
と
が
少
し
も
惜
し
く
な
く
て
ど
ん
ど
ん
変
え
て
い
く
。
私
た
ち
が
口
を
す

っ
ぱ
く
し
て
だ
め
だ
と
言
っ
て
も
、
緑
町
が
い
い
と
か
、
柏
木
町
が
い
い
と
か
い
う

こ
と
で
ど
ん
ど
ん
変
っ
て
い
く
。
そ
れ
く
ら
い
北
海
道
の
人
た
ち
は
一
般
は
関
心

が
少
い
。
」
（
注
１
）
山
田
秀
三
は
対
談
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
お

読
み
の
道
民
の
方
々
は
ど
う
感
じ
ま
す
か
。
国
語
の
先
生
方
な
ら
ば
、
言
葉
に

興
味
が
お
あ
り
で
し
ょ
う
か
ら
地
名
へ
の
関
心
も
高
い
で
し
ょ
う
が
、
高
校
生
に

な
る
と
山
田
の
発
言
が
ま
さ
に
的
中
し
、「
え
っ
、
地
名
に
意
味
あ
ん
の
？
」
と
い

う
声
が
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
彼
ら
の
多
く
は
、
表
音
記
号
の
よ
う
に
地
名
を
使

用
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
地
名
、
殊
に
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
地
名
に
は
意
味
が
あ

り
ま
す
。

さ
て
、「
国
語
教
育
に
ア
イ
ヌ
文
化
を
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
山
田
秀
三
の
文

章
の
教
材
化
に
取
り
組
ん
で
も
う
六
年
に
な
り
ま
す
。
一
年
目
は
教
材
と
そ
の

概
要
（
注
２
）
を
提
案
し
、
そ
の
後
は
高
校
教
科
書
で
お
馴
染
み
の
評
論
文
「
「
で

あ
る
」
こ
と「
す
る
」
こ
と
」
の
四
社
の
指
導
資
料
に
倣
っ
て
、
左
の
表
の
よ
う
な
指

導
資
料
を
作
り
ま
し
た
（
注
３
・４
・
５
・
６
）
。

教
材
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
（
甲
乙
丙
丁
戊
）

資
料
№

甲

﹃
北
海
道
の
地
名
﹄
序
⽂

（
１
）

乙
丙
丁
戊
﹃
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
﹄

↓

指
導
資
料

１

単
元
の
ね
ら
い

（
２
）

２

教
材
の
ね
ら
い

↓

３

学
習
指
導
・
授
業
の
展
開
例
（
～
時
間
）

（
３
）

４

出
典
・
原
文
と
の
異
同

５

筆
者
解
説
・
略
歴

６

要
約
（
百
字
・
二
百
字
）

７

構
成
（
段
落
構
成
）

８

構
成
展
開
図

９

発
問
例
と
解
答
例

（
４
）
（
５
）

語
句
の
説
明

↓

↓

10

作
品
解
説

（
６
）

11

参
考
資
料

12

参
考
文
献

13

学
習
の
手
引
き
解
説

14

板
書
例

15

以
下
は
、
（
５
）
の
続
き
の
指
導
資
料
（
以
下
「
指
導
書
」
）
で
す
。
な
お
、「
本

文
」
と
は
指
導
資
料
そ
の
も
の
を
指
し
ま
す
。「
解
説
」
と
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に

作
っ
た
か
の
説
明
で
す
。
そ
こ
に
は「
「
で
あ
る
」
こ
と「
す
る
」
こ
と
」
（
以
下
「
で
あ

る
～
」
）
の「
第
一
学
習
社
」
（
以
下
「
第
一
」
）
、「
大
修
館
書
店
」
（
以
下
「
大
修
」
）
、

「
桐
原
書
店
」
（
以
下
「
桐
原
」
）
、「
数
研
出
版
」
（
以
下
「
数
研
」
）
の
指
導
書
比
較
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が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
長
所
を
本
指
導
書
に
活
か
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

作
品
解
説
（
本
文
）

11教
材
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
魅
力
は
、
第
一
に「
抽
象
的
な
文
章
（
甲

「
北
海
道
の
地
名
」
）
と
具
体
的
な
文
章
（
乙
「
札
幌
の
オ
ソ
ウ
シ
」
丙
「
地
名
に
嘘

は
な
い
」
）
と
い
う
複
数
の
構
成
」
で
あ
る
。
抽
象
的
な
文
章
で
あ
る「
甲
」
を
読
み
、

学
習
者
は
聞
き
慣
れ
な
い
人
名
や
語
句
に
戸
惑
い
、
難
解
に
感
じ
る
こ
と
だ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
で
具
体
的
な
文
章
で
あ
る「
乙
丙
」
を
読
み
、
筆
者
と
共

に
地
名
解
と
い
う
宝
探
し
の
旅
に
同
行
し
て
い
る
よ
う
に
楽
し
く
読
め
る
に
違

い
な
い
。
そ
こ
で
の
方
法
に
対
応
す
る
抽
象
的
箇
所
を
、
先
に
読
ん
だ「
甲
」
か
ら

探
し
、
見
つ
け
出
し
て
も
ら
い
た
い
。
学
習
方
法
と
し
て
は
、
前
者
を
先
に
、
そ
の

次
に
後
者
を
読
ん
で
一
般
的
な
記
述
を
前
者
か
ら
見
つ
け
る
読
み
方
が
学
習

に
効
果
的
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
乙
丙
」
を
先
に
読
ん
だ
後
、
山
田
の
地
名
調
査
法

一
般
を
類
推
し
、
そ
の
後
で「
甲
」
を
読
む
方
法
も
あ
る
。

第
二
に「
甲
」
の
文
章
の「
主
張
と
論
拠
の
関
係
」
で
あ
る
。
筆
者
の
主
張
は
、

「
甲
」
の
文
章
、
最
終
⑥
段
落
の「
古
く
か
ら
の
地
名
を
大
切
に
し
て
い
っ
て
戴
き

た
い
」
に
収
斂
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
⑥
段
落
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
」
の「
地

方
色
こ
そ
が
そ
の
土
地
土
地
の
誇
り
で
」
あ
り
、「
ア
イ
ヌ
時
代
か
ら
開
拓
時
代

を
通
っ
て
き
た
歴
史
的
地
名
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
⑥
段
落
だ
け

の
読
解
だ
け
で
は
わ
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
学
習
者
は
①
～
⑤
段
落
の
読
解
を

通
じ
て
、
聞
き
慣
れ
な
い
人
名
や
語
句
に
多
く
触
れ
、
難
し
く
感
じ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
最
後
に
至
っ
て
こ
の
主
張
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
た
文
章
だ
っ
た
の
か

と
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
で
も
難
解
な
者
に
は
、「
乙
丙
」
の
文
章

を
読
ん
で
、
地
名
語
義
か
ら
地
形
が
推
定
で
き
る
と
理
解
し
た
な
ら
ば
、
筆
者

の
、
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
大
切
に
と
い
う
主
張
に
も
納
得
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

第
三
に「
多
文
化
共
生
社
会
」
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
我
が

国
が「
単
一
民
族
国
家
」
で
な
い
よ
う
に
、「
単
一
文
化
国
家
」
で
も
な
い
こ
と
は

自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
を
ど
れ
く
ら
い
の
高
校
生
（
国
民
）
が
実

生
活
で
感
じ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
本
文
を
読
ん
で
、
学
習
者
の
中
に
は
、

普
段
あ
ま
り
意
識
し
な
い
で
使
用
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
地
名
に
意
味
が
あ
る
と

い
う
「
発
見
」
に
驚
き
を
覚
え
る
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の「
発
見
」
を
通
じ

て
、
北
海
道
や
北
東
北
の
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
た
ち
の
住

所
地
名
に
も
、
ひ
い
て
は
地
名
全
般
に
も
何
か
し
ら
の
意
味
が
あ
る
と
敷
衍
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
地
名
な
の
か
。
ア
イ
ヌ
文

化
は
言
語
・
文
学
・
芸
能
・
祭
祀
・
衣
食
住
に
関
す
る
事
物
な
ど
様
々
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
そ
れ
が
ア
イ
ヌ
語
由
来
だ
と
意
識
す
る
し
な
い
は
と
も

か
く
、「
札
幌
」「
ニ
セ
コ
」
な
ど
、
、
多
数
の
国
内
外
の
人
々
が
知
っ
て
い
る
、
ア
イ

ヌ
語
が
反
映
さ
れ
た
最
た
る
も
の
は
、「
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
地
名
」
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
現
代
人
が
ア
イ
ヌ
文
化
の
代
表
で
あ
る
ア
イ
ヌ
語
を
使
用
す
る
機
会

で
一
番
多
い
の
が「
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
地
名
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
地
名
と
い

う
の
は
、
高
校
生
は
も
ち
ろ
ん
、
小
中
学
生
で
も
聞
き
、
知
り
、
使
う
は
ず
で
あ

り
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
分
け
入
る
よ
き
出
発
点
と
し
て
、
い
わ
ば「
ア
イ
ヌ
文
化
入

門
」
と
し
て
最
適
だ
と
考
え
る
。
す
る
と
、「
多
文
化
」「
ア
イ
ヌ
文
化
」
と
あ
ら
た

め
て
持
ち
出
す
以
前
に
、
幼
少
か
ら
「
ア
イ
ヌ
文
化
」
に
触
れ
て
生
活
し
て
い
た

の
だ
と
実
感
す
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
三
つ
の
こ
と
か
ら
も
、
高
等
学
校
国
語
科
と
し
て
教
材
「
ア
イ
ヌ
語
地

名
を
歩
く
」
が
と
て
も
魅
力
で
あ
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思
う
。

も
し
一
人
で
も
多
く
の
高
校
生
が
本
文
章
に
触
れ
る
な
ら
ば
、「
古
く
か
ら
の

地
名
を
大
切
に
し
て
い
っ
て
戴
き
た
い
」
と
い
う
筆
者
の
思
い
が
伝
わ
り
、
山
田

も
本
望
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
有
名
無
名
の
蝦
夷
地
探
検
家
や
地
名

研
究
者
ら
の
思
い
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
読
み
取
り
た
い
。
し
か
し
、
本
教
材
を
単

な
る
地
名
の
話
、
ま
た
、
独
自
の
方
法
で
地
名
語
義
を
見
出
し
た
だ
け
の
文
章

と
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
筆
者
山
田
が
常
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
松
前

藩
や
明
治
政
府
か
ら
よ
い
扱
い
を
さ
れ
た
と
は
決
し
て
言
え
な
い
先
住
民
族
ア

イ
ヌ
の
思
い
で
あ
り
、
彼
に
地
名
の
意
味
を
教
え
て「
ア
イ
ヌ
語
の
意
味
が
残
る
」

と
涙
を
流
し
た
エ
カ
シ
や
フ
チ
（
お
爺
さ
ん
や
お
婆
さ
ん
）
、
差
別
に
負
け
ず
に
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民
族
の
言
葉
を
必
死
に
守
ろ
う
と
し
た
友
人
知
里
真
志
保
ら
の「
情
念
」
に
も

似
た
思
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
山
田
が
現
代
人
に
伝
え
た
い
痛
切
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

作
品
解
説
（
解
説
）

11以
下
の
表
は「
で
あ
る
～
」
の「
指
導
書
」
に
あ
る
、
教
材
の「
解
説
」
に
つ
い
て
で

あ
る
。

出
版
社

名
称

一
行

行
数

中
身
の
概
要

字
数

第
一

作
品
鑑
賞

筆
者
か
ら
の
メ
ッ
セ

31

47

ー
ジ
分
析
、
読
解
注
意

点

大
修

解

説

教

材

と

し

て

の

魅

29

123

力
、
学
習
指
導
の
方
向

性

桐
原

テ
ー
マ
解
説

教

材

と

し

て

の

魅

24

158

力
、
教
材
化
で
の
省
略

問
題
、
文
体
の
問
題

数
研

読
解
の
カ
ギ

本
文
読
解
の
補
足
・
お

32

183

さ
ら
い
、
文
章
が
難
解

で
あ
る
理
由

多
く
の
授
業
時
に
複
数
の「
指
導
書
」
を
比
較
す
る
機
会
は
少
な
い
が
、「
解

説
」
一
つ
を
見
て
も
、
そ
の
分
量
は
も
ち
ろ
ん
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
随
分
違

う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。「
第
一
」
は
本
文
で
は
直
接
語
ら
れ
て
い
な
い
発
展

内
容
を
鋭
く
分
析
し
て
お
り
、「
数
研
」
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
繰
り

返
し
、
や
や
冗
長
に
感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
右
表
太
字
の「
筆
者
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
分
析
」「
教
材
と
し
て
の
魅
力
」
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

参
考
資
料
（
本
文
）

12〈
出
典
か
ら
の
省
略
部
分
（
左
表
①
）
〉〈
筆
者
関
連
文
章
（
左
表
②
③
）
〉〈
筆

者
以
外
の
関
連
文
章
（
左
表
④
⑤
）
〉
を
掲
載
し
よ
う
と
し
た
が
、
長
く
な
り
す

ぎ
る
た
め
文
章
そ
の
も
の
は
割
愛
し
、
そ
の
概
要
を
記
す

①

⼭
⽥
秀
三
﹃
北
海
道
の
地
名
﹄
序
⽂
︵
本
⽂
か
ら
削
除
さ
れ
た

部
分
︶

○
甲
⑤
段
落
「
飽
き
も
し
な
い
で
道
内
を
歩
き
回
っ
た
の
は
そ
ん
な

意
味
だ
っ
た
。
」
の
後
。

○
甲
⑤
段
落
「
大
切
に
し
て
行
っ
て
戴
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
」
の
後
。

②

⼭
⽥
秀
三
﹃
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
﹄﹁
ま
え
が
き
﹂

③

⼭
⽥
秀
三
﹃
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
﹄﹁
あ
と
が
き
﹂

私
の
調
査
⼿
順
概
説

④

⾦
⽥
⼀
京
助
﹃
東
北
と
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
考
﹄﹁
序
﹂

⑤

知
⾥
真
志
保
﹃
東
北
と
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
考
﹄﹁
序
﹂

①
は
、
本
文
「
甲
」
前
後
の
削
除
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。「
甲
」
は
単
行
本
『
北

海
道
の
地
名
』
の
序
文
で
あ
る
た
め
、
執
筆
の
動
機
や
経
緯
、
地
名
記
載
順
序

や
規
則
、
謝
辞
な
ど
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

②
は
、
本
文
「
乙
丙
丁
戊
」
の
出
典
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
』
の「
ま
え
が
き
」

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
本
文
執
筆
の
動
機
、
執
筆
内
容
、
謝
辞
な
ど
が
綴
ら
れ
て
い

る
。③

は
、
同
じ
く『
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
』
の「
あ
と
が
き
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

「
私
の
調
査
手
順
概
説
」
と
し
て
、
旧
記
旧
図
調
査
、
現
在
の
地
図
調
査
、
現
地
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調
査
、
同
形
類
形
地
名
類
推
、
古
老
聞
き
取
り
や
付
近
地
形
調
査
、
写
真
整

理
、
メ
モ
帳
・
フ
ァ
イ
ル
作
り
、
そ
し
て
旧
記
旧
図
の
再
調
査
な
ど
の
手
順
の
実

際
が
書
か
れ
て
い
る
。
本
文
「
甲
」
⑤
段
を
よ
り
具
体
化
し
た
文
章
と
言
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

④
は
、
筆
者
の
師
匠
で
あ
る
金
田
一
が
、
筆
者
初
の
単
行
本
序
文
に
寄
せ
た

文
章
で
あ
る
。
師
は
弟
子
を「
超
人
的
有
為
果
敢
な
行
動
力
と
熱
意
と
で
遂
げ

ら
れ
た
こ
の
臨
地
踏
破
の
実
績
」
と
評
し
て
い
る
。

⑤
は
、
④
の
次
に
書
か
れ
た
文
章
で
、
知
里
は
筆
者
を「
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
研

究
に
お
い
て
、
山
田
さ
ん
は
私
の
弟
子
で
あ
り
、
師
匠
で
あ
る
」「
山
田
さ
ん
の
方

法
の
強
み
は
、
私
ど
も
の
よ
う
に
頭
で
書
く
の
で
は
な
く
て
、
足
で
書
く
所
に
あ

り
、
そ
の
ご
研
究
に
は
よ
い
意
味
で
の
実
証
精
神
が
横
溢
し
て
い
る
。
け
れ
ん
も

は
っ
た
り
も
な
い
素
直
な
文
章
と
、
現
地
の
写
真
や
ス
ケ
ッ
チ
や
地
図
に
よ
っ
て
、

読
者
は
本
書
に
お
い
て
、
そ
れ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
実
感
さ
せ
ら
れ
る
」
と
評
し

て
い
る
。

④
の「
臨
地
踏
破
」
と
、
⑤
の「
足
で
書
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
筆
者
の
現
場
主

義
の
調
査
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
④
と
⑤
は
、
筆
者
が
学
恩
を

受
け
た
二
人
の
ア
イ
ヌ
語
研
究
家
が
、
筆
者
を
ど
う
評
し
て
い
る
か
の
文
章
で

あ
り
、
両
者
が「
臨
地
」「
現
地
」
と
共
通
し
た
評
価
を
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
深

い
。

参
考
資
料
（
解
説
）

12出
版
社

名
称

資
料
数

分
量

内
容

備
考

第
一

参
考
資
料

２

２
頁
半

１

本
文
割
愛
部
分

４
頁
半

２

本
文
あ
と
が
き

大
修

補
助
資
料
集

入
手
で
き
ず

調
査
不
可

（
別
冊
）

不
明

不
明

桐
原

参
考
資
料

９

２
頁

１

筆
者
の
座
談
会

１
／
３
頁

２

筆
者
の
文
章

２
／
３
頁

３

筆
者
の
文
章

１
／
３
頁

４

中
村
保
男
の
文
章

１
／
３
頁

５

加
藤
周
一
の
文
章

２
／
３
頁

６

筆
者
の
文
章

２
／
３
頁

７

夏
目
漱
石
の
文
章

別
冊
に
合
計

８

内
山
節
の
文
章

４
頁

９

宮
村
治
雄
の
文
章

数
研

参
考
資
料

４

１
頁
半

１

本
文
割
愛
部
分

１
／
２
頁

２

筆
者
の
文
章

１
頁

３

筆
者
の
文
章

３
頁

４

筆
者
の
文
章

「
参
考
資
料
」
に
関
し
て
、「
大
修
」
を
除
く
三
社
の
掲
載
内
容
は
、「
本
文
割

愛
部
分
」
と「
筆
者
の
文
章
」「
筆
者
以
外
の
関
連
文
章
」
に
大
別
で
き
る
。

時
間
数
の
都
合
上
、
学
習
者
に
参
考
資
料
を
読
ま
せ
る
こ
と
は
な
か
な
か
で

き
な
い
が
、
機
会
が
あ
れ
ば
複
数
の
文
章
を
読
み
比
べ
さ
せ
た
い
。
よ
っ
て
、
で
き

る
だ
け
多
く
を
掲
載
し
た
い
も
の
で
あ
る
。「
桐
原
」
は
指
導
書
内
に
５
頁
ほ
ど

の
掲
載
の
他
、
別
冊
の「
資
料
集
」
も
用
意
す
る
周
到
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

徒
に
多
い
の
は
ま
ず
い
が
、
本
文
と
関
連
の
あ
る
事
柄
で
あ
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
多

く
て
も
長
く
て
も
現
場
で
活
用
す
る
者
と
し
て
は
重
宝
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
あ
と
は
作
成
会
社
の
紙
面
の
都
合
と
考
え
る
。

本
稿
で
は「
桐
原
」
を
見
倣
い
、「
本
文
割
愛
部
分
」
と「
筆
者
の
文
章
」「
筆
者

以
外
の
関
連
文
章
」
を
掲
載
し
た
。
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民
族
の
言
葉
を
必
死
に
守
ろ
う
と
し
た
友
人
知
里
真
志
保
ら
の「
情
念
」
に
も

似
た
思
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
山
田
が
現
代
人
に
伝
え
た
い
痛
切
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

作
品
解
説
（
解
説
）

11以
下
の
表
は「
で
あ
る
～
」
の「
指
導
書
」
に
あ
る
、
教
材
の「
解
説
」
に
つ
い
て
で

あ
る
。

出
版
社

名
称

一
行

行
数

中
身
の
概
要

字
数

第
一

作
品
鑑
賞

筆
者
か
ら
の
メ
ッ
セ

31

47

ー
ジ
分
析
、
読
解
注
意

点

大
修

解

説

教

材

と

し

て

の

魅

29

123

力
、
学
習
指
導
の
方
向

性

桐
原

テ
ー
マ
解
説

教

材

と

し

て

の

魅

24

158

力
、
教
材
化
で
の
省
略

問
題
、
文
体
の
問
題

数
研

読
解
の
カ
ギ

本
文
読
解
の
補
足
・
お

32

183

さ
ら
い
、
文
章
が
難
解

で
あ
る
理
由

多
く
の
授
業
時
に
複
数
の「
指
導
書
」
を
比
較
す
る
機
会
は
少
な
い
が
、「
解

説
」
一
つ
を
見
て
も
、
そ
の
分
量
は
も
ち
ろ
ん
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
随
分
違

う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。「
第
一
」
は
本
文
で
は
直
接
語
ら
れ
て
い
な
い
発
展

内
容
を
鋭
く
分
析
し
て
お
り
、「
数
研
」
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
繰
り

返
し
、
や
や
冗
長
に
感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
右
表
太
字
の「
筆
者
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
分
析
」「
教
材
と
し
て
の
魅
力
」
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

参
考
資
料
（
本
文
）

12〈
出
典
か
ら
の
省
略
部
分
（
左
表
①
）
〉〈
筆
者
関
連
文
章
（
左
表
②
③
）
〉〈
筆

者
以
外
の
関
連
文
章
（
左
表
④
⑤
）
〉
を
掲
載
し
よ
う
と
し
た
が
、
長
く
な
り
す

ぎ
る
た
め
文
章
そ
の
も
の
は
割
愛
し
、
そ
の
概
要
を
記
す

①

⼭
⽥
秀
三
﹃
北
海
道
の
地
名
﹄
序
⽂
︵
本
⽂
か
ら
削
除
さ
れ
た

部
分
︶

○
甲
⑤
段
落
「
飽
き
も
し
な
い
で
道
内
を
歩
き
回
っ
た
の
は
そ
ん
な

意
味
だ
っ
た
。
」
の
後
。

○
甲
⑤
段
落
「
大
切
に
し
て
行
っ
て
戴
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
」
の
後
。

②

⼭
⽥
秀
三
﹃
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
﹄﹁
ま
え
が
き
﹂

③

⼭
⽥
秀
三
﹃
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
﹄﹁
あ
と
が
き
﹂

私
の
調
査
⼿
順
概
説

④

⾦
⽥
⼀
京
助
﹃
東
北
と
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
考
﹄﹁
序
﹂

⑤

知
⾥
真
志
保
﹃
東
北
と
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
考
﹄﹁
序
﹂

①
は
、
本
文
「
甲
」
前
後
の
削
除
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。「
甲
」
は
単
行
本
『
北

海
道
の
地
名
』
の
序
文
で
あ
る
た
め
、
執
筆
の
動
機
や
経
緯
、
地
名
記
載
順
序

や
規
則
、
謝
辞
な
ど
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

②
は
、
本
文
「
乙
丙
丁
戊
」
の
出
典
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
』
の「
ま
え
が
き
」

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
本
文
執
筆
の
動
機
、
執
筆
内
容
、
謝
辞
な
ど
が
綴
ら
れ
て
い

る
。③

は
、
同
じ
く『
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
』
の「
あ
と
が
き
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

「
私
の
調
査
手
順
概
説
」
と
し
て
、
旧
記
旧
図
調
査
、
現
在
の
地
図
調
査
、
現
地
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調
査
、
同
形
類
形
地
名
類
推
、
古
老
聞
き
取
り
や
付
近
地
形
調
査
、
写
真
整

理
、
メ
モ
帳
・
フ
ァ
イ
ル
作
り
、
そ
し
て
旧
記
旧
図
の
再
調
査
な
ど
の
手
順
の
実

際
が
書
か
れ
て
い
る
。
本
文
「
甲
」
⑤
段
を
よ
り
具
体
化
し
た
文
章
と
言
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

④
は
、
筆
者
の
師
匠
で
あ
る
金
田
一
が
、
筆
者
初
の
単
行
本
序
文
に
寄
せ
た

文
章
で
あ
る
。
師
は
弟
子
を「
超
人
的
有
為
果
敢
な
行
動
力
と
熱
意
と
で
遂
げ

ら
れ
た
こ
の
臨
地
踏
破
の
実
績
」
と
評
し
て
い
る
。

⑤
は
、
④
の
次
に
書
か
れ
た
文
章
で
、
知
里
は
筆
者
を「
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
研

究
に
お
い
て
、
山
田
さ
ん
は
私
の
弟
子
で
あ
り
、
師
匠
で
あ
る
」「
山
田
さ
ん
の
方

法
の
強
み
は
、
私
ど
も
の
よ
う
に
頭
で
書
く
の
で
は
な
く
て
、
足
で
書
く
所
に
あ

り
、
そ
の
ご
研
究
に
は
よ
い
意
味
で
の
実
証
精
神
が
横
溢
し
て
い
る
。
け
れ
ん
も

は
っ
た
り
も
な
い
素
直
な
文
章
と
、
現
地
の
写
真
や
ス
ケ
ッ
チ
や
地
図
に
よ
っ
て
、

読
者
は
本
書
に
お
い
て
、
そ
れ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
実
感
さ
せ
ら
れ
る
」
と
評
し

て
い
る
。

④
の「
臨
地
踏
破
」
と
、
⑤
の「
足
で
書
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
筆
者
の
現
場
主

義
の
調
査
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
④
と
⑤
は
、
筆
者
が
学
恩
を

受
け
た
二
人
の
ア
イ
ヌ
語
研
究
家
が
、
筆
者
を
ど
う
評
し
て
い
る
か
の
文
章
で

あ
り
、
両
者
が「
臨
地
」「
現
地
」
と
共
通
し
た
評
価
を
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
深

い
。

参
考
資
料
（
解
説
）

12出
版
社

名
称

資
料
数

分
量

内
容

備
考

第
一

参
考
資
料

２

２
頁
半

１

本
文
割
愛
部
分

４
頁
半

２

本
文
あ
と
が
き

大
修

補
助
資
料
集

入
手
で
き
ず

調
査
不
可

（
別
冊
）

不
明

不
明

桐
原

参
考
資
料

９

２
頁

１

筆
者
の
座
談
会

１
／
３
頁

２

筆
者
の
文
章

２
／
３
頁

３

筆
者
の
文
章

１
／
３
頁

４

中
村
保
男
の
文
章

１
／
３
頁

５

加
藤
周
一
の
文
章

２
／
３
頁

６

筆
者
の
文
章

２
／
３
頁

７

夏
目
漱
石
の
文
章

別
冊
に
合
計

８

内
山
節
の
文
章

４
頁

９

宮
村
治
雄
の
文
章

数
研

参
考
資
料

４

１
頁
半

１

本
文
割
愛
部
分

１
／
２
頁

２

筆
者
の
文
章

１
頁

３

筆
者
の
文
章

３
頁

４

筆
者
の
文
章

「
参
考
資
料
」
に
関
し
て
、「
大
修
」
を
除
く
三
社
の
掲
載
内
容
は
、「
本
文
割

愛
部
分
」
と「
筆
者
の
文
章
」「
筆
者
以
外
の
関
連
文
章
」
に
大
別
で
き
る
。

時
間
数
の
都
合
上
、
学
習
者
に
参
考
資
料
を
読
ま
せ
る
こ
と
は
な
か
な
か
で

き
な
い
が
、
機
会
が
あ
れ
ば
複
数
の
文
章
を
読
み
比
べ
さ
せ
た
い
。
よ
っ
て
、
で
き

る
だ
け
多
く
を
掲
載
し
た
い
も
の
で
あ
る
。「
桐
原
」
は
指
導
書
内
に
５
頁
ほ
ど

の
掲
載
の
他
、
別
冊
の「
資
料
集
」
も
用
意
す
る
周
到
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

徒
に
多
い
の
は
ま
ず
い
が
、
本
文
と
関
連
の
あ
る
事
柄
で
あ
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
多

く
て
も
長
く
て
も
現
場
で
活
用
す
る
者
と
し
て
は
重
宝
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
あ
と
は
作
成
会
社
の
紙
面
の
都
合
と
考
え
る
。

本
稿
で
は「
桐
原
」
を
見
倣
い
、「
本
文
割
愛
部
分
」
と「
筆
者
の
文
章
」「
筆
者

以
外
の
関
連
文
章
」
を
掲
載
し
た
。
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参
考
文
献
（
本
文
）

発
行
年
は
い
ず
れ
も
初
版
年
と
し
た
。

13
〈
筆
者
著
作
〉
山
田
秀
三
（
◎
は
教
材
本
文
所
収
）

◎
『
北
海
道
の
地
名
』
（
昭
和

（
１
９
８
４
）
年
・
北
海
道
新
聞
社
）

59

こ
の
序
文
を
教
材
「
甲
」
と
し
て
使
用
し
た
。
北
海
道
の
主
な
地
名

の
語
義
を
、
古
文
献
を
引
用
し
つ
つ
川
筋
毎
に
紹
介
し
て
い
る
。

◎
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
』
（
昭
和

（
１
９
８
６
）
年
・
北
海
道
新
聞

61

社
）
こ
の
著
作
中
の
４
作
を
教
材
「
乙
丙
丁
戊
」
と
し
て
使
用
し
た
。

筆
者
が
自
身
の
研
究

年
を
回
想
し
た
随
筆
集
（
稿
者
注
・
唯
一
の

40

随
筆
集
と
思
わ
れ
る
）
。

○
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究

第
一
～
四
巻
』
（
昭
和

～

（
１
９
８

57

58

２
～
８
３
）
年
・
草
風
館
）
筆
者
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
に
対
す
る
考
え
方

が
ま
と
め
ら
れ
た
著
作
集
。

○
『
東
北
・
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
』
（
平
成
５
（
１
９
９
３
）
年
・
草
風
館
）

○
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
輪
郭
』
（
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
・
草
風
館
）

〈
筆
者
共
著
〉

○

常
呂
町
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
常
呂
町
百
年
史
』
（
平
成
元
（
１

９
８
９
）
年
・
常
呂
町
）

〈
筆
者
監
修
〉

○
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
資
料
集
成
』
（
昭
和

（
１
９
８
８
）
年
・
草
風
館
）

63

〈
筆
者
以
外
筆
者
言
及
〉

○

北
海
道
環
境
生
活
部
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
リ
ス
ト
』
（
平
成

（
２
０
０

13

１
）
年
）

○

北
海
道
立
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
集
『
ア
イ
ヌ
語
地
名

を
歩
く
―
山
田
秀
三
の
地
名
研
究
か
ら
―
』
（
平
成

（
２
０
０
４
）

16

年
）

○

北
海
道
立
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
『
ポ
ン

カ
ン
ン
ピ
ソ
シ

９

ア
イ
ヌ
文
化
紹
介
小
冊
子

地
名
』
（
平
成

（
２
０
０
４
）
年
）

16

○

北
海
道
博
物
館
編
集
『
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
と
北
海
道
」
図
録
』
（
令
和

元
（
２
０
１
９
）
年
・
北
海
道
博
物
館
）

○

北
海
道
博
物
館
編
集
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
と
北
海
道

連
続
講
座
・

特
別
フ
ォ
ー
ラ
ム

講
演
記
録
』
（
令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
・
北
海
道

博
物
館
）

〈
そ
の
他
〉

・
ア
イ
ヌ
語
・
地
名
に
関
す
る
も
の

○

知
里
真
志
保
『
ア
イ
ヌ
語
入
門
』
（
昭
和

（
１
９
５
６
）
年
・
北
海
道

31

出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
）

○

知
里
真
志
保
『
地
名
ア
イ
ヌ
語
小
辞
典
』
（
昭
和

（
１
９
５
６
）
年
・

31

北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
）

○

札
幌
市
教
育
委
員
会
編
『
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
１

札
幌
地
名
考
』
（
昭

和

（
１
９
７
７
）
年
・
北
海
道
新
聞
社
）

52

○

関
秀
志
『
札
幌
の
地
名
が
わ
か
る
本
』
（
平
成

（
２
０
１
８
）
年
・
亜

30

璃
西
社
）

・
地
質
に
関
す
る
も
の

○

札
幌
市
教
育
委
員
会
編
『
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
４

豊
平
川
』
（
昭
和
53

（
１
９
７
８
）
年
・
北
海
道
新
聞
社
）

○

札
幌
市
教
育
委
員
会
編
『
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫

地
形
と
地
質
』
（
平

77

成
８
（
１
９
９
６
）
年
・
北
海
道
新
聞
社
）

○

前
田
寿
嗣
『
歩
こ
う
！
札
幌
の
地
形
と
地
質
』
（
平
成

（
２
０
０
７
）

19

年
・
北
海
道
新
聞
社
）

○

宮
坂
省
吾
・
田
中
実
・
岡
孝
雄
・
岡
村
聡
編
著
『
札
幌
の
自
然
を
歩

く
［
第
３
版
］
』
（
平
成

（
２
０
１
１
）
年
・
北
海
道
大
学
出
版
会
）

23

・
郷
土
史
に
関
す
る
も
の

○

札
幌
市
豊
平
区
『
豊
平
区
の
歴
史
』
（
平
成

（
２
０
０
２
）
年
・
札
幌

14
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市
豊
平
区
）

参
考
文
献
（
解
説
）

13
出
版
社

名
称

全
文
献
数

筆
者
著
作

筆
者
言
及

そ
の
他

使
用
頁
数

第
一

参
考
文
献

７

１

１

５

８
行

大
修

ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

９

２

６

１

１
頁

桐
原

参
考
図
書

２

９

22

11

半
頁

数
研

参
考
文
献

０

33

18

15

２
頁

出
版
社

名
称

文
献
の
分
類

第
一

参
考
文
献

な
し

大
修

ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

教
材
研
究
・
授
業
研
究
の
た
め
に
８

読
書
指
導
・
発
展
学
習
の
た
め
に
２

桐
原

参
考
図
書

丸
山
真
男
の
著
作

丸
山
真
男
の
思
想
に
言
及
し
た
著
作

そ
の
他

数
研

参
考
文
献

教
師
用
（
提
示

・
紹
介
６
）

33

生
徒
用
（
紹
介
２
）

ま
ず
、
右
表
の
う
ち「
筆
者
言
及
」
と
は
、
筆
者
の
こ
と
に
触
れ
た
筆
者
以
外

の
著
作
で
、「
そ
の
他
」
と
は
、
特
に
筆
者
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
本
文
に

関
係
が
あ
る
と
各
社
が
考
え
て
紹
介
し
た
著
作
で
あ
る
。

「
第
一
」
は
筆
者
著
作
が
１
作
の
み
で
、
筆
者
言
及
１
、
漱
石
１
、
事
典
等
４
と

他
三
社
よ
り
少
な
い
。
教
師
や
学
習
者
に
提
示
す
る
た
め
で
は
な
く
、
出
版
社

が
指
導
資
料
作
成
の
た
め
に
使
用
し
た
文
献
と
思
わ
れ
、
他
社
と
は
趣
旨
が
異

な
る
感
が
あ
る
。
各
文
献
の
紹
介
文
章
は
な
い
。

「
大
修
」
は「
教
材
研
究
」「
発
展
学
習
」
の
た
め
に
と
副
題
を
付
け
、「
教
師
、

学
習
者
そ
れ
ぞ
れ
に
紹
介
し
た
い
ガ
イ
ド
」
と
い
う
趣
旨
が
伝
わ
る
。
ま
た
、
学

習
者
の
た
め
の
文
献
の
紹
介
文
を
十
行
前
後
で
掲
載
し
て
い
る
。

「
桐
原
」
は
計

作
の
書
名
を
列
挙
し
て
い
る
。
資
料
作
成
・
使
用
文
献
と
も
、

22

教
師
・
学
習
者
用
と
も
と
れ
る
掲
載
の
仕
方
で
あ
る
。
書
籍
の
紹
介
文
章
は
な
い
。

「
数
研
」
は「
教
師
用
」「
生
徒
用
」
に
分
け
、
教
師
用
で
は
、
筆
者
著
作
を

作
18

の
名
称
を
列
挙
し
て
そ
の
中
で
１
を
、
筆
者
言
及
を

作
列
挙
し
て
そ
の
中
で
５

10

を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
考
文
献
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
文
献
に
も
紹
介
文

数
行
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
生
徒
用
で
は
提
示
し
た
中
か
ら
筆
者
著
作
１
、
筆
者

以
外
１
を
掲
載
し
て
い
る
。

四
社
で
一
番
説
明
が
多
い
の
は「
数
研
」
で
あ
り
、「
こ
の
本
を
是
非
勧
め
た

い
」
と
い
う
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
指
導
資
料
作
成
で
は
、
右
表
に
倣
っ
て〈
筆
者
著
作
〉

〈
筆
者
以
外
筆
者
言
及
〉〈
そ
の
他
〉
に
分
け
、
必
要
に
応
じ
て
紹
介
文
を
付
け

た
。
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参
考
文
献
（
本
文
）

発
行
年
は
い
ず
れ
も
初
版
年
と
し
た
。

13
〈
筆
者
著
作
〉
山
田
秀
三
（
◎
は
教
材
本
文
所
収
）

◎
『
北
海
道
の
地
名
』
（
昭
和

（
１
９
８
４
）
年
・
北
海
道
新
聞
社
）

59

こ
の
序
文
を
教
材
「
甲
」
と
し
て
使
用
し
た
。
北
海
道
の
主
な
地
名

の
語
義
を
、
古
文
献
を
引
用
し
つ
つ
川
筋
毎
に
紹
介
し
て
い
る
。

◎
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
』
（
昭
和

（
１
９
８
６
）
年
・
北
海
道
新
聞

61

社
）
こ
の
著
作
中
の
４
作
を
教
材
「
乙
丙
丁
戊
」
と
し
て
使
用
し
た
。

筆
者
が
自
身
の
研
究

年
を
回
想
し
た
随
筆
集
（
稿
者
注
・
唯
一
の

40

随
筆
集
と
思
わ
れ
る
）
。

○
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究

第
一
～
四
巻
』
（
昭
和

～

（
１
９
８

57

58

２
～
８
３
）
年
・
草
風
館
）
筆
者
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
に
対
す
る
考
え
方

が
ま
と
め
ら
れ
た
著
作
集
。

○
『
東
北
・
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
』
（
平
成
５
（
１
９
９
３
）
年
・
草
風
館
）

○
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
輪
郭
』
（
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
・
草
風
館
）

〈
筆
者
共
著
〉

○

常
呂
町
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
常
呂
町
百
年
史
』
（
平
成
元
（
１

９
８
９
）
年
・
常
呂
町
）

〈
筆
者
監
修
〉

○
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
資
料
集
成
』
（
昭
和

（
１
９
８
８
）
年
・
草
風
館
）

63

〈
筆
者
以
外
筆
者
言
及
〉

○

北
海
道
環
境
生
活
部
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
リ
ス
ト
』
（
平
成

（
２
０
０

13

１
）
年
）

○

北
海
道
立
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
集
『
ア
イ
ヌ
語
地
名

を
歩
く
―
山
田
秀
三
の
地
名
研
究
か
ら
―
』
（
平
成

（
２
０
０
４
）

16

年
）

○

北
海
道
立
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
『
ポ
ン

カ
ン
ン
ピ
ソ
シ

９

ア
イ
ヌ
文
化
紹
介
小
冊
子

地
名
』
（
平
成

（
２
０
０
４
）
年
）

16

○

北
海
道
博
物
館
編
集
『
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
と
北
海
道
」
図
録
』
（
令
和

元
（
２
０
１
９
）
年
・
北
海
道
博
物
館
）

○

北
海
道
博
物
館
編
集
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
と
北
海
道

連
続
講
座
・

特
別
フ
ォ
ー
ラ
ム

講
演
記
録
』
（
令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
・
北
海
道

博
物
館
）

〈
そ
の
他
〉

・
ア
イ
ヌ
語
・
地
名
に
関
す
る
も
の

○

知
里
真
志
保
『
ア
イ
ヌ
語
入
門
』
（
昭
和

（
１
９
５
６
）
年
・
北
海
道

31

出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
）

○

知
里
真
志
保
『
地
名
ア
イ
ヌ
語
小
辞
典
』
（
昭
和

（
１
９
５
６
）
年
・

31

北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
）

○

札
幌
市
教
育
委
員
会
編
『
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
１

札
幌
地
名
考
』
（
昭

和

（
１
９
７
７
）
年
・
北
海
道
新
聞
社
）

52

○

関
秀
志
『
札
幌
の
地
名
が
わ
か
る
本
』
（
平
成

（
２
０
１
８
）
年
・
亜

30

璃
西
社
）

・
地
質
に
関
す
る
も
の

○

札
幌
市
教
育
委
員
会
編
『
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
４

豊
平
川
』
（
昭
和
53

（
１
９
７
８
）
年
・
北
海
道
新
聞
社
）

○

札
幌
市
教
育
委
員
会
編
『
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫

地
形
と
地
質
』
（
平

77

成
８
（
１
９
９
６
）
年
・
北
海
道
新
聞
社
）

○

前
田
寿
嗣
『
歩
こ
う
！
札
幌
の
地
形
と
地
質
』
（
平
成

（
２
０
０
７
）

19

年
・
北
海
道
新
聞
社
）

○

宮
坂
省
吾
・
田
中
実
・
岡
孝
雄
・
岡
村
聡
編
著
『
札
幌
の
自
然
を
歩

く
［
第
３
版
］
』
（
平
成

（
２
０
１
１
）
年
・
北
海
道
大
学
出
版
会
）

23

・
郷
土
史
に
関
す
る
も
の

○

札
幌
市
豊
平
区
『
豊
平
区
の
歴
史
』
（
平
成

（
２
０
０
２
）
年
・
札
幌

14
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市
豊
平
区
）

参
考
文
献
（
解
説
）

13
出
版
社

名
称

全
文
献
数

筆
者
著
作

筆
者
言
及

そ
の
他

使
用
頁
数

第
一

参
考
文
献

７

１

１

５

８
行

大
修

ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

９

２

６

１

１
頁

桐
原

参
考
図
書

２

９

22

11

半
頁

数
研

参
考
文
献

０

33

18

15

２
頁

出
版
社

名
称

文
献
の
分
類

第
一

参
考
文
献

な
し

大
修

ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

教
材
研
究
・
授
業
研
究
の
た
め
に
８

読
書
指
導
・
発
展
学
習
の
た
め
に
２

桐
原

参
考
図
書

丸
山
真
男
の
著
作

丸
山
真
男
の
思
想
に
言
及
し
た
著
作

そ
の
他

数
研

参
考
文
献

教
師
用
（
提
示

・
紹
介
６
）

33

生
徒
用
（
紹
介
２
）

ま
ず
、
右
表
の
う
ち「
筆
者
言
及
」
と
は
、
筆
者
の
こ
と
に
触
れ
た
筆
者
以
外

の
著
作
で
、「
そ
の
他
」
と
は
、
特
に
筆
者
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
本
文
に

関
係
が
あ
る
と
各
社
が
考
え
て
紹
介
し
た
著
作
で
あ
る
。

「
第
一
」
は
筆
者
著
作
が
１
作
の
み
で
、
筆
者
言
及
１
、
漱
石
１
、
事
典
等
４
と

他
三
社
よ
り
少
な
い
。
教
師
や
学
習
者
に
提
示
す
る
た
め
で
は
な
く
、
出
版
社

が
指
導
資
料
作
成
の
た
め
に
使
用
し
た
文
献
と
思
わ
れ
、
他
社
と
は
趣
旨
が
異

な
る
感
が
あ
る
。
各
文
献
の
紹
介
文
章
は
な
い
。

「
大
修
」
は「
教
材
研
究
」「
発
展
学
習
」
の
た
め
に
と
副
題
を
付
け
、「
教
師
、

学
習
者
そ
れ
ぞ
れ
に
紹
介
し
た
い
ガ
イ
ド
」
と
い
う
趣
旨
が
伝
わ
る
。
ま
た
、
学

習
者
の
た
め
の
文
献
の
紹
介
文
を
十
行
前
後
で
掲
載
し
て
い
る
。

「
桐
原
」
は
計

作
の
書
名
を
列
挙
し
て
い
る
。
資
料
作
成
・
使
用
文
献
と
も
、

22

教
師
・
学
習
者
用
と
も
と
れ
る
掲
載
の
仕
方
で
あ
る
。
書
籍
の
紹
介
文
章
は
な
い
。

「
数
研
」
は「
教
師
用
」「
生
徒
用
」
に
分
け
、
教
師
用
で
は
、
筆
者
著
作
を

作
18

の
名
称
を
列
挙
し
て
そ
の
中
で
１
を
、
筆
者
言
及
を

作
列
挙
し
て
そ
の
中
で
５

10

を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
考
文
献
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
文
献
に
も
紹
介
文

数
行
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
生
徒
用
で
は
提
示
し
た
中
か
ら
筆
者
著
作
１
、
筆
者

以
外
１
を
掲
載
し
て
い
る
。

四
社
で
一
番
説
明
が
多
い
の
は「
数
研
」
で
あ
り
、「
こ
の
本
を
是
非
勧
め
た

い
」
と
い
う
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
指
導
資
料
作
成
で
は
、
右
表
に
倣
っ
て〈
筆
者
著
作
〉

〈
筆
者
以
外
筆
者
言
及
〉〈
そ
の
他
〉
に
分
け
、
必
要
に
応
じ
て
紹
介
文
を
付
け

た
。
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学
習
の
手
引
き
解
説
（
本
文
）（
解
説
）

14学
習
の
手
引
き
と
、
そ
の
解
説
は
、
既
に
拙
稿
（
注
７
）
に
提
示
し
て
い
る
の
で

省
略
す
る
。
な
お
、
そ
の
手
引
き
は
「
で
あ
る
～
」
四
社
を
参
考
に
し
た
も
の
で

は
な
い
。
た
だ
、
強
い
て
言
え
ば「
数
研
」
に
や
や
近
い
だ
ろ
う
か
。
複
数
の
文
章

を
比
較
す
る
一
問
を
除
い
て
、
全
体
の
流
れ
を
理
解
し
て
論
旨
を
つ
か
む
問
い
、

文
章
内
の
語
句
を
説
明
す
る
問
い
、
文
章
で
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
自
分

自
身
の
こ
と
を
調
査
検
討
す
る
問
い
等
、
偶
然
だ
ろ
う
が
類
似
点
が
あ
っ
た
。
。

「
で
あ
る
～
」
の
四
社
指
導
書
は
、
と
も
に
問
い
、
解
答
例
、
解
説
が
そ
の
順
で

指
導
書
末
に
載
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
拙
稿
を
含
め
以
下
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

名
称

出
題
数

頁

問
い
の
詳
細

第
一

学
習

５

２
半

内
容
に
関
す
る
問
い

大
修

［
学
習
の
ポ
イ
ン

３

内
容
の
理
解

４
題

15

ト
］
解
説

こ
と
ば
と
表
現

３
題

語
句
と
漢
字

８
題

桐
原

学
習
の
手
引
き

３

１

読
解
２

発
展
１

数
研

て
び
き
の
解
説

４

１
半

確
認
１

学
習
２

発
展
１

拙
稿

学
習
の
手
引
き

４

頁
は

各
段
落
の
確
認
１

紙
面
の
大
き

内
容
の
理
解
１

さ
に
違
い
が

複
数
文
章
比
較
１

あ
り
省
略

調
べ
学
習
１

板
書
例
（
本
文
）
（
解
説
）

15板
書
例
は
本
指
導
書
「
８

構
成
展
開
図
（
本
文
）
」
が
そ
れ
に
相
当
し
、
既

に
拙
稿
（
注
８
）
に
提
示
し
て
い
る
の
で
省
略
す
る
。
な
お
、
そ
の
板
書
例
は
「
で

あ
る
～
」
四
社
を
参
考
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
段
落
や
文
章
ご
と
に
一
つ
の
板

書
例
を
目
指
し
た
。
記
載
の
な
い「
第
一
」
を
除
き
、
三
社
の
板
書
例
は
共
に

「
語
句
の
説
明
」
と
併
置
し
て
い
る
。「
桐
原
」「
数
研
」
二
社
は
、
段
落
ご
と
に
仕

切
り
が
あ
り
、
何
段
落
の
板
書
例
か
が
す
ぐ
に
わ
か
る
。「
大
修
」
は
そ
の
仕
切

り
が
な
い
た
め
前
後
の
ペ
ー
ジ
を
見
な
い
と
何
段
落
の
板
書
例
な
の
か
わ
か
り
に

く
い
。
そ
れ
ら
は
拙
稿
を
含
め
以
下
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

名
称

板
書
例
数

備
考

第
一

な
し

０

大
修

板
書
例

７

何
段
落
の
板
書
か
わ
か
り
に
く
い

桐
原

板
書
例

何
段
落
の
板
書
か
わ
か
る

12

段
落
ご
と
に
１
～
２
の
板
書
例

数
研

板
書
例

全

段
落

10

10
各
段
落
に
例
１
で
わ
か
り
や
す
い

拙
稿

板
書
例

甲
６

乙
１

甲
は
全
６
段
落
で
各
段
落
１
ず
つ

丙
１

丁
１

他
は
各
文
章
で
１

戊
１

教
材
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
指
導
資
料
は
以
上
で
あ
る
。
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考
察

北
海
道
生
活
環
境
部
は
、
北
海
道
に
よ
る
ア
イ
ヌ
政
策
の
中
心
的
役
割
を

果
た
し
て
お
り
、「
ア
イ
ヌ
語
地
名
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
伝
統
的
な
生
活
や

本
道
の
自
然
環
境
を
理
解
す
る
上
で
貴
重
な
文
化
財
産
で
あ
」
る
と
謳
っ
て
い

る
。
（
注
９
）
（
傍
線
稿
者
）

ま
た
、
教
育
界
で
は
北
海
道
教
育
庁
生
涯
学
習
部
学
校
教
育
課
が「
ア
イ
ヌ

語
の
地
名
は
、
ア
イ
ヌ
の
過
去
の
生
活
環
境
を
伝
え
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

ま
た
、
私
た
ち
が
、
も
っ
と
も
身
近
か
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ア
イ
ヌ
文
化
の

一
つ
で
も
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
注

）
（
傍
線
稿
者
）

10

こ
こ
数
年
「
国
語
教
育
に
ア
イ
ヌ
文
化
を
」
と
題
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
が
、

あ
る
研
究
会
で「
地
名
は
文
化
か
？
」
と
問
わ
れ
た
。
稿
者
は
既
に
文
化
だ
と

信
じ
込
ん
で
い
た
の
で
、
答
え
に
窮
し
て
し
ま
っ
た
。
確
か
に
地
名
が
文
化
か
否

か
は
簡
単
に
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
イ
ヌ
語
以
外
の
日
本
語
等
の「
地

名
」
一
般
書
を
見
る
と
、
多
く
そ
の
冒
頭
に「
地
名
は
文
化
だ
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
で
は
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
は
、
北
海
道
生
活
環
境
部
や
北
海
道
教
育

庁
生
涯
学
習
部
学
校
教
育
課
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
文
化
」
と
言
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
般
的
に「
地
名
」
は
ど
の
よ
う
に
発
生
す
る
の
か
。
よ
り
古
い
も
の
か
ら
柳

田
國
男
の
論
考
を
見
た
い
。
民
俗
学
者
で
有
名
な
柳
田
國
男
は
、
明
治
期
か
ら

地
名
に
関
す
る
著
述
も
多
い
。
柳
田
の
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
に
対
す
る
考
え
に

は
、
現
代
の
研
究
者
か
ら
支
持
を
得
て
い
な
い
（
注

）
も
の
が
あ
る
が
、
地
名

11

一
般
で
考
え
る
際
、
中
に
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。
柳
田
の
語

か
ら
住
民
が
必
要
で
名
づ
け
る「
地
名
」
発
生
の
一
般
を
見
た
い
。
（
傍
線
稿
者
）

定
住
産
業
に
從
事
せ
ぬ
人
民
は
土
地
を
區
劃
す
る
必
要
が
な
い
の

で
土
地
の
命
名
は
等
し
く
生
活
の
必
要
に
基
く
と
し
て
も
、
狩
獵
や
採

取
叉
は
其
爲
の
旅
行
の
目
的
の
み
に
土
地
を
使
用
し
て
居
る
者
に

は
、
地
名
を
附
け
る
必
要
は
單
に
目
標
用
で
あ
る
。
甲
の
地
と
乙

の
地
と
を
區
別
し
て
置
け
ば
そ
れ
で
宜
し
い
の
で
あ
る
。
之
に
反

し
て
一
段
進
ん
で
定
期
の
占
有
を
必
要
と
す
る
職
業
、
例
え
ば
林

業
農
業
等
に
從
事
す
る
者
に
至
つ
て
、
初
め
て
細
か
な
地
名
を
附

け
て
、
忘
れ
な
い
で
置
く
と
云
ふ
必
要
が
生
ず
る
」
（
注

）
12

こ
こ
で
柳
田
は
、「
土
地
利
用
の
狀
態
如
何
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
名
が「
目
標

用
」
を
必
要
と
す
る
か
、「
細
か
な
地
名
」
を
必
要
と
す
る
か
で
異
な
る
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
和
人
の
み
な
ら
ず
ア
イ
ヌ
民
族
に
も
該
当
し
な
い
だ
ろ
う

か
。
特
に
、
お
お
む
ね
明
治
期
以
前
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
生
活
使
用
の
地
名
で
は
、

「
狩
獵
や
採
取
叉
は
其
爲
の
旅
行
の
目
的
」
す
な
わ
ち
「
目
標
用
」
が
多
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
柳
田
は
地
名
発
生
の
一
般
を「
普
通
・
固
有
名
詞
」
と
い
う
語
を
使
っ

て
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。
（
傍
線
稿
者
）

卽
ち
最
初
普
通
名
詞
と
し
て
無
邪
氣
に
用
ゐ
て
居
た
の
が
、
何
時
と
な

く
文
法
書
に
所
謂
固
有
名
詞
と
し
て
變
つ
て
行
き
つ
ゝ
あ
る
の
で

あ
る
。
吾
々
が
始
め
て
土
地
に
名
を
附
け
た
時
に
は
名
詞
の
普
通

固
有
の
區
別
な
ど
は
無
か
つ
た
。
例
へ
ば
海
岸
に
近
く
島
が
一
つ

あ
る
と
そ
れ
を
島
と
呼
ぶ
が
、
二
つ
並
ん
で
居
る
と
區
別
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
大
島
小
島
と
か
東
島
西
島
と
か
區
別
す
る
。

（
注

）
13

こ
れ
と
似
た
こ
と
が
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
山
田
秀
三

の「
大
黒
島
」
に
関
す
る
論
考
を
見
た
い
。
（
注

）
14

室
蘭
港
の
入
口
に
あ
る
島
名
。
こ
の
島
は
た
だ
モ
シ
リ
（
島
）
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
ま
た
絵
鞆
岬
の
外
側
に
あ
る
、
小
さ
い
恵
比
寿
島
（
戎
島
）
を

ポ
ン
・
モ
シ
リ
（
小
・
島
）
と
呼
び
、
大
黒
島
の
方
を
対
照
的
に
ポ
ロ
・
モ
シ

リ
（
稿
者
注
・
大
島
）
と
も
い
っ
た
。

一
例
に
す
ぎ
ぬ
が
、
ア
イ
ヌ
民
族
で
も
和
人
で
も
共
通
し
て
、
地
名
発
生
時

点
に
お
い
て
、
土
地
の
名
称
を
普
通
名
詞
な
の
か
固
有
名
詞
な
の
か
、
そ
の
区

別
な
く
使
用
し
、
そ
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
名
称
に
語
を
付
け
加
え
て
呼

（232）
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学
習
の
手
引
き
解
説
（
本
文
）（
解
説
）

14学
習
の
手
引
き
と
、
そ
の
解
説
は
、
既
に
拙
稿
（
注
７
）
に
提
示
し
て
い
る
の
で

省
略
す
る
。
な
お
、
そ
の
手
引
き
は
「
で
あ
る
～
」
四
社
を
参
考
に
し
た
も
の
で

は
な
い
。
た
だ
、
強
い
て
言
え
ば「
数
研
」
に
や
や
近
い
だ
ろ
う
か
。
複
数
の
文
章

を
比
較
す
る
一
問
を
除
い
て
、
全
体
の
流
れ
を
理
解
し
て
論
旨
を
つ
か
む
問
い
、

文
章
内
の
語
句
を
説
明
す
る
問
い
、
文
章
で
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
自
分

自
身
の
こ
と
を
調
査
検
討
す
る
問
い
等
、
偶
然
だ
ろ
う
が
類
似
点
が
あ
っ
た
。
。

「
で
あ
る
～
」
の
四
社
指
導
書
は
、
と
も
に
問
い
、
解
答
例
、
解
説
が
そ
の
順
で

指
導
書
末
に
載
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
拙
稿
を
含
め
以
下
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

名
称

出
題
数

頁

問
い
の
詳
細

第
一

学
習

５

２
半

内
容
に
関
す
る
問
い

大
修

［
学
習
の
ポ
イ
ン

３

内
容
の
理
解

４
題

15

ト
］
解
説

こ
と
ば
と
表
現

３
題

語
句
と
漢
字

８
題

桐
原

学
習
の
手
引
き

３

１

読
解
２

発
展
１

数
研

て
び
き
の
解
説

４

１
半

確
認
１

学
習
２

発
展
１

拙
稿

学
習
の
手
引
き

４

頁
は

各
段
落
の
確
認
１

紙
面
の
大
き

内
容
の
理
解
１

さ
に
違
い
が

複
数
文
章
比
較
１

あ
り
省
略

調
べ
学
習
１

板
書
例
（
本
文
）
（
解
説
）

15板
書
例
は
本
指
導
書
「
８

構
成
展
開
図
（
本
文
）
」
が
そ
れ
に
相
当
し
、
既

に
拙
稿
（
注
８
）
に
提
示
し
て
い
る
の
で
省
略
す
る
。
な
お
、
そ
の
板
書
例
は
「
で

あ
る
～
」
四
社
を
参
考
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
段
落
や
文
章
ご
と
に
一
つ
の
板

書
例
を
目
指
し
た
。
記
載
の
な
い「
第
一
」
を
除
き
、
三
社
の
板
書
例
は
共
に

「
語
句
の
説
明
」
と
併
置
し
て
い
る
。「
桐
原
」「
数
研
」
二
社
は
、
段
落
ご
と
に
仕

切
り
が
あ
り
、
何
段
落
の
板
書
例
か
が
す
ぐ
に
わ
か
る
。「
大
修
」
は
そ
の
仕
切

り
が
な
い
た
め
前
後
の
ペ
ー
ジ
を
見
な
い
と
何
段
落
の
板
書
例
な
の
か
わ
か
り
に

く
い
。
そ
れ
ら
は
拙
稿
を
含
め
以
下
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

名
称

板
書
例
数

備
考

第
一

な
し

０

大
修

板
書
例

７

何
段
落
の
板
書
か
わ
か
り
に
く
い

桐
原

板
書
例

何
段
落
の
板
書
か
わ
か
る

12

段
落
ご
と
に
１
～
２
の
板
書
例

数
研

板
書
例

全

段
落

10

10
各
段
落
に
例
１
で
わ
か
り
や
す
い

拙
稿

板
書
例

甲
６

乙
１

甲
は
全
６
段
落
で
各
段
落
１
ず
つ

丙
１

丁
１

他
は
各
文
章
で
１

戊
１

教
材
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
指
導
資
料
は
以
上
で
あ
る
。
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考
察

北
海
道
生
活
環
境
部
は
、
北
海
道
に
よ
る
ア
イ
ヌ
政
策
の
中
心
的
役
割
を

果
た
し
て
お
り
、「
ア
イ
ヌ
語
地
名
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
伝
統
的
な
生
活
や

本
道
の
自
然
環
境
を
理
解
す
る
上
で
貴
重
な
文
化
財
産
で
あ
」
る
と
謳
っ
て
い

る
。
（
注
９
）
（
傍
線
稿
者
）

ま
た
、
教
育
界
で
は
北
海
道
教
育
庁
生
涯
学
習
部
学
校
教
育
課
が「
ア
イ
ヌ

語
の
地
名
は
、
ア
イ
ヌ
の
過
去
の
生
活
環
境
を
伝
え
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

ま
た
、
私
た
ち
が
、
も
っ
と
も
身
近
か
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ア
イ
ヌ
文
化
の

一
つ
で
も
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
注

）
（
傍
線
稿
者
）

10

こ
こ
数
年
「
国
語
教
育
に
ア
イ
ヌ
文
化
を
」
と
題
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
が
、

あ
る
研
究
会
で「
地
名
は
文
化
か
？
」
と
問
わ
れ
た
。
稿
者
は
既
に
文
化
だ
と

信
じ
込
ん
で
い
た
の
で
、
答
え
に
窮
し
て
し
ま
っ
た
。
確
か
に
地
名
が
文
化
か
否

か
は
簡
単
に
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
イ
ヌ
語
以
外
の
日
本
語
等
の「
地

名
」
一
般
書
を
見
る
と
、
多
く
そ
の
冒
頭
に「
地
名
は
文
化
だ
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
で
は
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
は
、
北
海
道
生
活
環
境
部
や
北
海
道
教
育

庁
生
涯
学
習
部
学
校
教
育
課
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
文
化
」
と
言
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
般
的
に「
地
名
」
は
ど
の
よ
う
に
発
生
す
る
の
か
。
よ
り
古
い
も
の
か
ら
柳

田
國
男
の
論
考
を
見
た
い
。
民
俗
学
者
で
有
名
な
柳
田
國
男
は
、
明
治
期
か
ら

地
名
に
関
す
る
著
述
も
多
い
。
柳
田
の
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
に
対
す
る
考
え
に

は
、
現
代
の
研
究
者
か
ら
支
持
を
得
て
い
な
い
（
注

）
も
の
が
あ
る
が
、
地
名

11

一
般
で
考
え
る
際
、
中
に
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。
柳
田
の
語

か
ら
住
民
が
必
要
で
名
づ
け
る「
地
名
」
発
生
の
一
般
を
見
た
い
。
（
傍
線
稿
者
）

定
住
産
業
に
從
事
せ
ぬ
人
民
は
土
地
を
區
劃
す
る
必
要
が
な
い
の

で
土
地
の
命
名
は
等
し
く
生
活
の
必
要
に
基
く
と
し
て
も
、
狩
獵
や
採

取
叉
は
其
爲
の
旅
行
の
目
的
の
み
に
土
地
を
使
用
し
て
居
る
者
に

は
、
地
名
を
附
け
る
必
要
は
單
に
目
標
用
で
あ
る
。
甲
の
地
と
乙

の
地
と
を
區
別
し
て
置
け
ば
そ
れ
で
宜
し
い
の
で
あ
る
。
之
に
反

し
て
一
段
進
ん
で
定
期
の
占
有
を
必
要
と
す
る
職
業
、
例
え
ば
林

業
農
業
等
に
從
事
す
る
者
に
至
つ
て
、
初
め
て
細
か
な
地
名
を
附

け
て
、
忘
れ
な
い
で
置
く
と
云
ふ
必
要
が
生
ず
る
」
（
注

）
12

こ
こ
で
柳
田
は
、「
土
地
利
用
の
狀
態
如
何
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
名
が「
目
標

用
」
を
必
要
と
す
る
か
、「
細
か
な
地
名
」
を
必
要
と
す
る
か
で
異
な
る
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
和
人
の
み
な
ら
ず
ア
イ
ヌ
民
族
に
も
該
当
し
な
い
だ
ろ
う

か
。
特
に
、
お
お
む
ね
明
治
期
以
前
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
生
活
使
用
の
地
名
で
は
、

「
狩
獵
や
採
取
叉
は
其
爲
の
旅
行
の
目
的
」
す
な
わ
ち
「
目
標
用
」
が
多
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
柳
田
は
地
名
発
生
の
一
般
を「
普
通
・
固
有
名
詞
」
と
い
う
語
を
使
っ

て
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。
（
傍
線
稿
者
）

卽
ち
最
初
普
通
名
詞
と
し
て
無
邪
氣
に
用
ゐ
て
居
た
の
が
、
何
時
と
な

く
文
法
書
に
所
謂
固
有
名
詞
と
し
て
變
つ
て
行
き
つ
ゝ
あ
る
の
で

あ
る
。
吾
々
が
始
め
て
土
地
に
名
を
附
け
た
時
に
は
名
詞
の
普
通

固
有
の
區
別
な
ど
は
無
か
つ
た
。
例
へ
ば
海
岸
に
近
く
島
が
一
つ

あ
る
と
そ
れ
を
島
と
呼
ぶ
が
、
二
つ
並
ん
で
居
る
と
區
別
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
大
島
小
島
と
か
東
島
西
島
と
か
區
別
す
る
。

（
注

）
13

こ
れ
と
似
た
こ
と
が
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
山
田
秀
三

の「
大
黒
島
」
に
関
す
る
論
考
を
見
た
い
。
（
注

）
14

室
蘭
港
の
入
口
に
あ
る
島
名
。
こ
の
島
は
た
だ
モ
シ
リ
（
島
）
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
ま
た
絵
鞆
岬
の
外
側
に
あ
る
、
小
さ
い
恵
比
寿
島
（
戎
島
）
を

ポ
ン
・
モ
シ
リ
（
小
・
島
）
と
呼
び
、
大
黒
島
の
方
を
対
照
的
に
ポ
ロ
・
モ
シ

リ
（
稿
者
注
・
大
島
）
と
も
い
っ
た
。

一
例
に
す
ぎ
ぬ
が
、
ア
イ
ヌ
民
族
で
も
和
人
で
も
共
通
し
て
、
地
名
発
生
時

点
に
お
い
て
、
土
地
の
名
称
を
普
通
名
詞
な
の
か
固
有
名
詞
な
の
か
、
そ
の
区

別
な
く
使
用
し
、
そ
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
名
称
に
語
を
付
け
加
え
て
呼

（233）
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ん
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
も
日
本
語
地
名
も
、
各
発
生

時
に
お
い
て
共
通
性
が
あ
る
よ
う
だ
。
す
る
と
、
日
本
語
地
名
の
一
般
書
と
同

じ
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
語
地
名
も「
文
化
」
と
呼
べ
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ア
イ
ヌ
語
学
者
の
児
島
恭
子
が「
現
在
ア
イ

ヌ
語
地
名
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
名
の
中
に
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
代
々
そ
の
名
で

（
ア
イ
ヌ
語
で
）
呼
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
」
（
注

）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
呼
ん
で
い
な
い
な
ら
誰
が
呼

15ん
で
き
た
の
か
。

江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
に
備
え
、
幕
府

や
明
治
政
府
に
と
っ
て
蝦
夷
地
・
北
海
道
の
統
治
は
急
務
で
あ
っ
た
。
近
代
国

家
ロ
シ
ア
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
日
本
も
近
代
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
よ
っ

て
幕
末
・
明
治
初
期
の
和
人
探
検
家
た
ち
は
、
先
住
民
ア
イ
ヌ
に
現
地
を
案
内

さ
せ
て
蝦
夷
地
・
北
海
道
や
樺
太
、
千
島
を
測
量
し
地
図
を
作
成
し
た
。
地
図

に
は
当
然
地
名
が
必
要
に
な
り
、
和
人
が
ア
イ
ヌ
に
聞
き
記
す
形
で
進
め
ら
れ

た
。
児
島
は「
調
査
者
が
土
地
の
ア
イ
ヌ
に
尋
ね
て
返
っ
て
き
た
答
え
に
は
、
地

形
を
説
明
す
る
言
葉
に
す
ぎ
ず
、「
地
名
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
名
称
と
は
い

え
な
い
も
の
も
あ
っ
た
」
（
注

）
、
地
形
を
説
明
す
る
言
葉
は「
動
的
」
で
あ
り
、

16

「
言
葉
と
し
て
生
き
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
の
地
名
と
し
て
創
造
力
を
も
っ
て
い
た
」
、

「
し
か
し
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て「
固
定
化
」
し
」
、「
そ
の
時
点
で
言
葉
の
形

と
し
て
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
が
成
立
し
、
ア
イ
ヌ
の
地
名
と
は
か
ぎ
ら
な
く
な
っ

た
。
」
（
注

）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
案
内
ア
イ
ヌ
の
回
答
の
中
に
は
、
彼
ら

17

使
用
の「
地
名
」
で
は
な
い
、
地
形
の
説
明
に
す
ぎ
な
い
そ
の
場
作
成
の
情
報
も

含
ま
れ
、
そ
れ
が
地
図
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
で「
固
定
化
し
た
」「
ア
イ
ヌ
語
地

名
」
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
固
定
化
」
さ
せ
た
の
は
紛
れ
も
な
く

地
図
を
作
成
し
た
和
人
で
あ
り
、
そ
の
後
そ
れ
ら
の
土
地
の
名
を「
地
名
」
と
し

て
主
に
呼
び
、
使
っ
て
き
た
の
も
和
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
に
は
、
和
人
地
図
制
作
者
の
要
求
に
よ
っ

て
作
り
出
さ
れ
、
そ
れ
が
後
に
地
図
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
地
図
作

成
者
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
含
む
も
の
を
地
図
に
書
き
入
れ
完
成
さ
せ
、
提
出

す
る
。
そ
れ
を
松
前
藩
、
開
拓
使
や
北
海
道
庁
が
採
用
し
、「
地
名
」
と
な
っ
て

い
き
、
変
遷
を
経
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
地
名
の「
変
遷
」
に
つ
い
て
本
稿
で

は
述
べ
な
い
が
、
地
名
発
生
に
主
眼
を
置
い
て
見
る
と
、
①
住
民
の
生
活
上
の
必

要
性
か
ら
生
み
出
さ
れ
使
用
さ
れ
た
土
地
の
名
、
②
和
人
の
地
図
作
成
上
の

必
要
性
か
ら
作
ら
れ
た
土
地
の
名
の
大
き
く
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
は
日
本

語
の
地
名
と
も
共
通
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
②
に
お
い
て
は
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名

特
有
の
、
い
わ
ば
案
内
人
ア
イ
ヌ
と
地
図
作
成
和
人
の「
合
作
」
と
で
も
い
う
べ

き
性
質
が
あ
り
、
そ
こ
に
日
本
語
地
名
と
は
違
っ
た
複
雑
な
発
生
過
程
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
て
、
何
が「
文
化
」
か
一
筋
縄
で
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

の
②
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
の
中
で
も
ア
イ
ヌ
民
族
が
日
常
生
活
で
使
用
し
て
い

な
い
地
形
の
説
明
は
、
は
た
し
て「
ア
イ
ヌ
文
化
」
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

問
わ
れ
れ
ば
、
②
は
純
粋
に
ア
イ
ヌ
文
化
だ
と
言
え
な
い
側
面
が
あ
る
。
た
だ
し
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
の
中
で
ど
れ
が
①
で
、
ど
れ
が
②
か
と
い

う
分
類
は
、
は
た
し
て
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て「
文
化
」
と
は
何
か
、
基
本
か
ら
考
え
直
し
て
み
た
。
手

元
の
辞
書
（
注

）
に「
自
然
に
対
し
て
、
学
問
・
芸
術
・
道
徳
・
宗
教
な
ど
、
人

18

間
の
精
神
の
働
き
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
、
人
間
生
活
を
高
め
て
ゆ
く
上
の
新

し
い
価
値
を
生
み
出
し
て
い
く
も
の
。
」
と
あ
る
。
地
名
は「
芸
術
・
道
徳
」
と
は

遠
い
だ
ろ
う
が
、
地
名
に
よ
っ
て
人
々
の
生
活
や
歴
史
が
わ
か
れ
ば「
学
問
」
に

通
ず
る
だ
ろ
う
し
、
例
え
ば「
カ
ム
イ
」
の
つ
く
地
名
な
ら
ば「
宗
教
」
に
も
通
ず

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
ア
イ
ヌ
特
有
の「
精
神
の
働
き
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ

れ
、
」「
新
し
い
価
値
を
生
み
出
」
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、「
文
化
」
と
言
っ
て

納
得
し
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
。

話
を
戻
そ
う
。
確
か
に
、
ど
れ
が
①
で
②
か
の
判
別
は
困
難
で
あ
る
が
、
ア
イ

ヌ
民
族
が
日
常
生
活
で
使
用
し
て
い
な
い
②
を
含
む
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
は
、

本
当
に
価
値
の
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
中
で
全
て
で
な
く
て
も
、

も
し
先
住
民
の
生
活
や
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
の
中
に
ア
イ
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ヌ
民
族
特
有
の
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
を
含
み
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
代
表
で
あ

る
ア
イ
ヌ
語
に
関
係
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
複
雑
な
成
立
過
程
を
踏
ま
え
た
上
で
、

そ
れ
ら
を
価
値
の
あ
る「
ア
イ
ヌ
文
化
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、「
先
住
民
の
生
活
や
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
、
山
田
の
論
考
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
傍
線
稿
者
）

そ
れ
（
稿
者
注
・
ア
イ
ヌ
地
名
）
を
通
じ
て
、
昔
の
土
地
の
先
輩
が
、
ど
ん

な
生
活
を
営
ん
で
い
た
の
か
、
大
き
く
云
え
ば
、
土
地
の
歴
史
と
か
昔

の
社
会
に
触
れ
た
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
登
別
の
処
で
も
、
ま
た

室
蘭
の
処
で
も
、
そ
こ
に
ハ
シ
ナ
ウ
シ
が
あ
っ
た
こ
と
を
書
い
た
。
記
事
に

書
い
た
よ
う
に
、
狩
猟
神
に
捧
げ
る
ハ
シ
ナ
ウ
、
つ
ま
り
枝
を
つ
け
た
イ

ナ
ウ
（
木
幣
）
を
立
て
た
場
所
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
こ
に
行
け
ば
、
漁
撈

の
民
が
海
の
幸
を
願
っ
て
、
海
に
祈
り
か
け
た
心
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
ど
こ
の
コ
タ
ン
の
人
た
ち
が
そ
の
祭
場
に
集
っ
た
ろ
う
か
。
登

別
の
場
合
は
ヌ
プ
ル
ペ
ッ
の
人
た
ち
で
あ
ろ
う
。
室
蘭
の
場
合
、
ア
ル
ト
ル

（
祝
津
）
の
コ
タ
ン
の
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
す
こ
（
水
族

館
の
上
）
に
ハ
シ
ナ
ウ
ス
の
地
名
が
あ
り
、
チ
ャ
シ
（
稿
者
注
・
ア
イ
ヌ
の

砦
）
に
な
っ
て
い
た
（
河
野
常
吉
翁
に
よ
る
）
と
云
う
こ
と
は
、
昔
附
近
に

然
る
べ
き
コ
タ
ン
が
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
」
（
注

）
19

こ
の
よ
う
に
山
田
は
、「
ハ
シ
ナ
ウ
ス
」
と
い
う
地
名
か
ら
「
土
地
の
歴
史
と
か

昔
の
社
会
に
触
れ
」
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
ハ
シ
ナ
ウ
ス
」
と
い
う
地
名
が
、

前
述
の
①
（
ア
イ
ヌ
民
族
の
生
活
地
名
）
な
の
か
、
②
（
地
図
制
作
時
の
地
形
の

説
明
）
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
地
名
か
ら
先
住
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
う
か
が

え
る
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、「
ア
イ
ヌ
民
族
特
有
の
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
こ
れ
も
山
田
の
論
考
を
参
考
に
す
る
。「
カ
ム
イ
コ
タ
ン
」
は
、
石
狩

川
（
旭
川
）
、
空
知
川
、
雨
竜
川
、
夕
張
川
、
朝
里
（
小
樽
）
な
ど
に
複
数
あ
る
が
、

激
流
や
激
潭
、
ま
た
は
大
崖
が
あ
る
地
名
で
あ
る
。
山
田
は「
ア
イ
ヌ
社
会

で
は
、
動
物
も
、
山
川
草
木
も
神
で
あ
り
、
神
の
宿
ら
れ
る
処
で
あ
っ
た
。
」「
地

名
の
中
で
は
、
地
方
地
方
の
然
る
べ
き
地
形
の
処
に
だ
け「
神
の
居
所
」
を
意
味

す
る
形
の
も
の
が
残
っ
て
い
た
。
」
（
注

）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
土
地
に「
神
」
信

20

仰
を
持
つ
者
は
、
先
住
者
か
地
図
制
作
者
か
と
言
え
ば
、
当
然
前
者
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
る
。
土
地
に「
カ
ム
イ
コ
タ
ン
（
神
の
居
所
）
」
と
名
づ
け
る
心
は
、

和
人
で
は
な
く
ア
イ
ヌ
の
考
え
方
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。「
カ
ム
イ
コ
タ
ン
」
が
た
と

え
先
住
民
が
日
常
使
用
し
な
い
②
（
地
図
制
作
時
の
地
形
の
説
明
）
だ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
ア
イ
ヌ
民
族
特
有
の
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
精
神

性
の
表
れ
で
あ
り
、
ゆ
え
に
文
化
的
一
面
と
見
て
よ
い
と
考
え
る
。

で
は
最
後
に
、
筆
者
山
田
自
身
は「
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
北
海
道
地
名
」
を「
文

化
」
と
し
て
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
主
な
山
田
論
考
か
ら
探
し
て
み
た
。
（
傍
線

稿
者
）Ⅰ

「
ア
イ
ヌ
時
代
に
は
文
字
が
な
い
。
だ
が
地
名
で
残
さ
れ
た
も
の
は
、
昔

の
生
活
の
一
記
録
で
あ
る
。
綴
り
合
わ
せ
る
と
古
い
、
書
か
れ
ざ
る
歴

史
の
一
頁
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
貴
重
な
無
形
文
化
財
で
あ
っ
た

こ
と
を
益
々
悟
ら
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
」
（
注

）
21

Ⅱ
（
稿
者
注
・
常
呂
町
の
地
名
調
査
を
終
え
て
）「
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
協

力
し
あ
っ
て
調
査
を
し
て
い
っ
た
。
町
の
郷
土
研
究
同
好
会
の
か
た
が
た

が
町
の
援
助
を
え
て
、
こ
の
稿
の
印
刷
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
貴
重
な
町

の
文
化
を
保
存
す
る
た
め
、
こ
の
ソ
ー
や
、
そ
の
ほ
か
の
主
な
ア
イ
ヌ
語

地
名
の
現
場
に
標
識
柱
を
建
て
ら
れ
た
。
」
（
注

）
22

地
名
を
直
接
「
文
化
」
と
は
称
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
近
い
例
を
挙
げ
る
。

Ⅲ
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
調
べ
て
行
っ
た
ら
、
霧
の
中
の
よ
う
な
北
方
古
代
史

と
か
、
文
化
の
潮
流
の
よ
う
な
も
の
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
っ

て
来
た
の
で
あ
る
が
、
但
し
そ
の
ア
イ
ヌ
語
を
い
い
加
減
に
読
ん
だ
の
で

は
何
に
も
な
ら
な
い
。
」
（
稿
者
注
・
終
わ
り
に「
平
成
四
年
晩
春
」
の
記

載
あ
り
）
（
注

）
23

山
田
著
述
の
分
量
に
比
べ
、
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
地
名
に
対
し
て「
文
化
」
と
称

（234）
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ん
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
も
日
本
語
地
名
も
、
各
発
生

時
に
お
い
て
共
通
性
が
あ
る
よ
う
だ
。
す
る
と
、
日
本
語
地
名
の
一
般
書
と
同

じ
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
語
地
名
も「
文
化
」
と
呼
べ
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ア
イ
ヌ
語
学
者
の
児
島
恭
子
が「
現
在
ア
イ

ヌ
語
地
名
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
名
の
中
に
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
代
々
そ
の
名
で

（
ア
イ
ヌ
語
で
）
呼
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
」
（
注

）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
呼
ん
で
い
な
い
な
ら
誰
が
呼

15ん
で
き
た
の
か
。

江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
に
備
え
、
幕
府

や
明
治
政
府
に
と
っ
て
蝦
夷
地
・
北
海
道
の
統
治
は
急
務
で
あ
っ
た
。
近
代
国

家
ロ
シ
ア
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
日
本
も
近
代
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
よ
っ

て
幕
末
・
明
治
初
期
の
和
人
探
検
家
た
ち
は
、
先
住
民
ア
イ
ヌ
に
現
地
を
案
内

さ
せ
て
蝦
夷
地
・
北
海
道
や
樺
太
、
千
島
を
測
量
し
地
図
を
作
成
し
た
。
地
図

に
は
当
然
地
名
が
必
要
に
な
り
、
和
人
が
ア
イ
ヌ
に
聞
き
記
す
形
で
進
め
ら
れ

た
。
児
島
は「
調
査
者
が
土
地
の
ア
イ
ヌ
に
尋
ね
て
返
っ
て
き
た
答
え
に
は
、
地

形
を
説
明
す
る
言
葉
に
す
ぎ
ず
、「
地
名
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
名
称
と
は
い

え
な
い
も
の
も
あ
っ
た
」
（
注

）
、
地
形
を
説
明
す
る
言
葉
は「
動
的
」
で
あ
り
、

16

「
言
葉
と
し
て
生
き
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
の
地
名
と
し
て
創
造
力
を
も
っ
て
い
た
」
、

「
し
か
し
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て「
固
定
化
」
し
」
、「
そ
の
時
点
で
言
葉
の
形

と
し
て
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
が
成
立
し
、
ア
イ
ヌ
の
地
名
と
は
か
ぎ
ら
な
く
な
っ

た
。
」
（
注

）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
案
内
ア
イ
ヌ
の
回
答
の
中
に
は
、
彼
ら

17

使
用
の「
地
名
」
で
は
な
い
、
地
形
の
説
明
に
す
ぎ
な
い
そ
の
場
作
成
の
情
報
も

含
ま
れ
、
そ
れ
が
地
図
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
で「
固
定
化
し
た
」「
ア
イ
ヌ
語
地

名
」
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
固
定
化
」
さ
せ
た
の
は
紛
れ
も
な
く

地
図
を
作
成
し
た
和
人
で
あ
り
、
そ
の
後
そ
れ
ら
の
土
地
の
名
を「
地
名
」
と
し

て
主
に
呼
び
、
使
っ
て
き
た
の
も
和
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
に
は
、
和
人
地
図
制
作
者
の
要
求
に
よ
っ

て
作
り
出
さ
れ
、
そ
れ
が
後
に
地
図
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
地
図
作

成
者
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
含
む
も
の
を
地
図
に
書
き
入
れ
完
成
さ
せ
、
提
出

す
る
。
そ
れ
を
松
前
藩
、
開
拓
使
や
北
海
道
庁
が
採
用
し
、「
地
名
」
と
な
っ
て

い
き
、
変
遷
を
経
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
地
名
の「
変
遷
」
に
つ
い
て
本
稿
で

は
述
べ
な
い
が
、
地
名
発
生
に
主
眼
を
置
い
て
見
る
と
、
①
住
民
の
生
活
上
の
必

要
性
か
ら
生
み
出
さ
れ
使
用
さ
れ
た
土
地
の
名
、
②
和
人
の
地
図
作
成
上
の

必
要
性
か
ら
作
ら
れ
た
土
地
の
名
の
大
き
く
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
は
日
本

語
の
地
名
と
も
共
通
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
②
に
お
い
て
は
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名

特
有
の
、
い
わ
ば
案
内
人
ア
イ
ヌ
と
地
図
作
成
和
人
の「
合
作
」
と
で
も
い
う
べ

き
性
質
が
あ
り
、
そ
こ
に
日
本
語
地
名
と
は
違
っ
た
複
雑
な
発
生
過
程
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
て
、
何
が「
文
化
」
か
一
筋
縄
で
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

の
②
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
の
中
で
も
ア
イ
ヌ
民
族
が
日
常
生
活
で
使
用
し
て
い

な
い
地
形
の
説
明
は
、
は
た
し
て「
ア
イ
ヌ
文
化
」
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

問
わ
れ
れ
ば
、
②
は
純
粋
に
ア
イ
ヌ
文
化
だ
と
言
え
な
い
側
面
が
あ
る
。
た
だ
し
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
の
中
で
ど
れ
が
①
で
、
ど
れ
が
②
か
と
い

う
分
類
は
、
は
た
し
て
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て「
文
化
」
と
は
何
か
、
基
本
か
ら
考
え
直
し
て
み
た
。
手

元
の
辞
書
（
注

）
に「
自
然
に
対
し
て
、
学
問
・
芸
術
・
道
徳
・
宗
教
な
ど
、
人
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間
の
精
神
の
働
き
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
、
人
間
生
活
を
高
め
て
ゆ
く
上
の
新

し
い
価
値
を
生
み
出
し
て
い
く
も
の
。
」
と
あ
る
。
地
名
は「
芸
術
・
道
徳
」
と
は

遠
い
だ
ろ
う
が
、
地
名
に
よ
っ
て
人
々
の
生
活
や
歴
史
が
わ
か
れ
ば「
学
問
」
に

通
ず
る
だ
ろ
う
し
、
例
え
ば「
カ
ム
イ
」
の
つ
く
地
名
な
ら
ば「
宗
教
」
に
も
通
ず

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
ア
イ
ヌ
特
有
の「
精
神
の
働
き
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ

れ
、
」「
新
し
い
価
値
を
生
み
出
」
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、「
文
化
」
と
言
っ
て

納
得
し
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
。

話
を
戻
そ
う
。
確
か
に
、
ど
れ
が
①
で
②
か
の
判
別
は
困
難
で
あ
る
が
、
ア
イ

ヌ
民
族
が
日
常
生
活
で
使
用
し
て
い
な
い
②
を
含
む
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
は
、

本
当
に
価
値
の
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
中
で
全
て
で
な
く
て
も
、

も
し
先
住
民
の
生
活
や
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
の
中
に
ア
イ
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ヌ
民
族
特
有
の
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
を
含
み
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
代
表
で
あ

る
ア
イ
ヌ
語
に
関
係
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
複
雑
な
成
立
過
程
を
踏
ま
え
た
上
で
、

そ
れ
ら
を
価
値
の
あ
る「
ア
イ
ヌ
文
化
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、「
先
住
民
の
生
活
や
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
、
山
田
の
論
考
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
傍
線
稿
者
）

そ
れ
（
稿
者
注
・
ア
イ
ヌ
地
名
）
を
通
じ
て
、
昔
の
土
地
の
先
輩
が
、
ど
ん

な
生
活
を
営
ん
で
い
た
の
か
、
大
き
く
云
え
ば
、
土
地
の
歴
史
と
か
昔

の
社
会
に
触
れ
た
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
登
別
の
処
で
も
、
ま
た

室
蘭
の
処
で
も
、
そ
こ
に
ハ
シ
ナ
ウ
シ
が
あ
っ
た
こ
と
を
書
い
た
。
記
事
に

書
い
た
よ
う
に
、
狩
猟
神
に
捧
げ
る
ハ
シ
ナ
ウ
、
つ
ま
り
枝
を
つ
け
た
イ

ナ
ウ
（
木
幣
）
を
立
て
た
場
所
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
こ
に
行
け
ば
、
漁
撈

の
民
が
海
の
幸
を
願
っ
て
、
海
に
祈
り
か
け
た
心
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
ど
こ
の
コ
タ
ン
の
人
た
ち
が
そ
の
祭
場
に
集
っ
た
ろ
う
か
。
登

別
の
場
合
は
ヌ
プ
ル
ペ
ッ
の
人
た
ち
で
あ
ろ
う
。
室
蘭
の
場
合
、
ア
ル
ト
ル

（
祝
津
）
の
コ
タ
ン
の
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
す
こ
（
水
族

館
の
上
）
に
ハ
シ
ナ
ウ
ス
の
地
名
が
あ
り
、
チ
ャ
シ
（
稿
者
注
・
ア
イ
ヌ
の

砦
）
に
な
っ
て
い
た
（
河
野
常
吉
翁
に
よ
る
）
と
云
う
こ
と
は
、
昔
附
近
に

然
る
べ
き
コ
タ
ン
が
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
」
（
注

）
19

こ
の
よ
う
に
山
田
は
、「
ハ
シ
ナ
ウ
ス
」
と
い
う
地
名
か
ら
「
土
地
の
歴
史
と
か

昔
の
社
会
に
触
れ
」
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
ハ
シ
ナ
ウ
ス
」
と
い
う
地
名
が
、

前
述
の
①
（
ア
イ
ヌ
民
族
の
生
活
地
名
）
な
の
か
、
②
（
地
図
制
作
時
の
地
形
の

説
明
）
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
地
名
か
ら
先
住
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
う
か
が

え
る
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、「
ア
イ
ヌ
民
族
特
有
の
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
こ
れ
も
山
田
の
論
考
を
参
考
に
す
る
。「
カ
ム
イ
コ
タ
ン
」
は
、
石
狩

川
（
旭
川
）
、
空
知
川
、
雨
竜
川
、
夕
張
川
、
朝
里
（
小
樽
）
な
ど
に
複
数
あ
る
が
、

激
流
や
激
潭
、
ま
た
は
大
崖
が
あ
る
地
名
で
あ
る
。
山
田
は「
ア
イ
ヌ
社
会

で
は
、
動
物
も
、
山
川
草
木
も
神
で
あ
り
、
神
の
宿
ら
れ
る
処
で
あ
っ
た
。
」「
地

名
の
中
で
は
、
地
方
地
方
の
然
る
べ
き
地
形
の
処
に
だ
け「
神
の
居
所
」
を
意
味

す
る
形
の
も
の
が
残
っ
て
い
た
。
」
（
注

）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
土
地
に「
神
」
信

20

仰
を
持
つ
者
は
、
先
住
者
か
地
図
制
作
者
か
と
言
え
ば
、
当
然
前
者
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
る
。
土
地
に「
カ
ム
イ
コ
タ
ン
（
神
の
居
所
）
」
と
名
づ
け
る
心
は
、

和
人
で
は
な
く
ア
イ
ヌ
の
考
え
方
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。「
カ
ム
イ
コ
タ
ン
」
が
た
と

え
先
住
民
が
日
常
使
用
し
な
い
②
（
地
図
制
作
時
の
地
形
の
説
明
）
だ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
ア
イ
ヌ
民
族
特
有
の
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
精
神

性
の
表
れ
で
あ
り
、
ゆ
え
に
文
化
的
一
面
と
見
て
よ
い
と
考
え
る
。

で
は
最
後
に
、
筆
者
山
田
自
身
は「
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
北
海
道
地
名
」
を「
文

化
」
と
し
て
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
主
な
山
田
論
考
か
ら
探
し
て
み
た
。
（
傍
線

稿
者
）Ⅰ

「
ア
イ
ヌ
時
代
に
は
文
字
が
な
い
。
だ
が
地
名
で
残
さ
れ
た
も
の
は
、
昔

の
生
活
の
一
記
録
で
あ
る
。
綴
り
合
わ
せ
る
と
古
い
、
書
か
れ
ざ
る
歴

史
の
一
頁
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
貴
重
な
無
形
文
化
財
で
あ
っ
た

こ
と
を
益
々
悟
ら
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
」
（
注

）
21

Ⅱ
（
稿
者
注
・
常
呂
町
の
地
名
調
査
を
終
え
て
）「
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
協

力
し
あ
っ
て
調
査
を
し
て
い
っ
た
。
町
の
郷
土
研
究
同
好
会
の
か
た
が
た

が
町
の
援
助
を
え
て
、
こ
の
稿
の
印
刷
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
貴
重
な
町

の
文
化
を
保
存
す
る
た
め
、
こ
の
ソ
ー
や
、
そ
の
ほ
か
の
主
な
ア
イ
ヌ
語

地
名
の
現
場
に
標
識
柱
を
建
て
ら
れ
た
。
」
（
注

）
22

地
名
を
直
接
「
文
化
」
と
は
称
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
近
い
例
を
挙
げ
る
。

Ⅲ
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
調
べ
て
行
っ
た
ら
、
霧
の
中
の
よ
う
な
北
方
古
代
史

と
か
、
文
化
の
潮
流
の
よ
う
な
も
の
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
っ

て
来
た
の
で
あ
る
が
、
但
し
そ
の
ア
イ
ヌ
語
を
い
い
加
減
に
読
ん
だ
の
で

は
何
に
も
な
ら
な
い
。
」
（
稿
者
注
・
終
わ
り
に「
平
成
四
年
晩
春
」
の
記

載
あ
り
）
（
注

）
23

山
田
著
述
の
分
量
に
比
べ
、
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
地
名
に
対
し
て「
文
化
」
と
称

（235）
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す
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
が
、
特
に
Ⅲ
を
見
た
時
、
山
田
は
平
成
四
（
一
九
九

二
）
年
七
月
二
十
七
日
に
死
去
し
て
い
る
の
で
、
亡
く
な
る
間
際
ま
で「
ア
イ
ヌ

語
地
名
」
か
ら
「
古
代
史
」
や
「
文
化
」
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
山
田
は「
地
名
」
を「
文
化
」
で
あ
る
と
積
極
的
に
そ
う
呼
ん
で
い
た
わ
け

で
は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
願
わ
く
は
そ
う
な
ら
ん
こ
と
を
思
い
続
け
て
い
た
の

で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

あ
と
が
き
・
追
記

数
年
に
渡
っ
て
指
導
資
料
を
つ
く
り
ま
し
た
。
教
材
研
究
や
雑
務
に
追
わ
れ
、

例
年
の
冬
休
み
～
二
月
で
少
し
ず
つ
進
め
て
い
ま
し
た
。
山
田
秀
三
の
文
章
に

関
す
る
指
導
書
で
し
た
が
、
独
善
に
陥
ら
ぬ
よ
う
「
「
で
あ
る
」
こ
と「
す
る
」
こ

と
」
の
資
料
を
範
と
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
ア
イ
ヌ
語
地
名
な
の
か「
で
あ
る
～
」

な
の
か
、
読
ま
れ
た
方
は
わ
か
り
に
く
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
欠
点

も
あ
り
ま
し
た
が
、
普
段
時
折
調
べ
る
程
度
の
指
導
書
に
つ
い
て
、
作
る
側
か
ら

見
つ
め
ら
れ
て
、
ま
た
複
数
を
比
較
で
き
て
非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
今

後
に
活
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
本
稿
の
冒
頭
で「
国
家
の
言
語
と
し
て
ア
イ
ヌ
語
も
取
り
入
れ
る
べ

き
」
（
注

）
と
述
べ
た
こ
と
に
反
対
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
確
か
に
急
に「
公
用
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語
」
と
し
て
は
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、「
少
数
民
族
語
」
の
よ
う
な
公
的
な
位
置
づ

け
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
ア
イ
ヌ
語
は
ア
イ
ヌ
文
化
の
代
表
で
す
。
公
用
語
が

日
本
語
で
あ
る
日
本
国
家
の
中
で
大
き
な
摩
擦
が
な
く
、
少
数
民
族
語
ア
イ
ヌ

語
に
関
係
し
た
地
名
が
存
在
し
、
現
在
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
重

要
で
あ
り
、
そ
こ
に
意
義
が
あ
り
、
ゆ
え
に
文
化
的
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
自
分
の
思
想
は
あ
く
ま
で
保
守
派
で
す
が
、
そ
の
点
は
改
善
さ
れ
る

日
が
待
た
れ
ま
す
。

終
わ
り
に
こ
の
機
会
を
勧
め
て
く
だ
さ
っ
た
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校
の
佐

野
比
呂
己
先
生
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

注
１

『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究

山
田
秀
三
著
作
集

月
報
４
』
（「
山
田
地

名
学
の
周
辺
〈
対
談

山
田
秀
三
＝
谷
川
健
一
〉
」
草
風
館

昭
和
五
十
八

（
一
九
八
三
）
年
）

注
２

拙
稿
「
山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
」
（
」『
国
語
論

集

』
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校

国
語
科
教
育
研
究
室

平
成
三
十
一

16
（
二
○
一
九
）
年

八
五
頁
ー
一
○
○
頁
）

注
３

拙
稿
「
山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
（
２
）
指
導
資
料

作
成
の
試
み
」
（『
国
語
論
集

』
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校

国
語
科
教

17

育
研
究
室

令
和
二
（
二
○
二
○
）
年
三
月

一
五
〇
頁
ー
一
五
八
頁
）

注
４

拙
稿
「
山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
（
３
）
指
導
資
料

作
成
の
試
み
」
（『
国
語
論
集

』
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校

国
語
科
教

18

育
研
究
室

令
和
三
（
二
○
二
一
）
年
三
月

二
〇
五
頁
ー
二
二
一
頁
）

注
５

拙
稿
「
山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
（
４
）
指
導
資
料

作
成
の
試
み
」
（『
国
語
論
集

』
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校

国
語
科
教

19

育
研
究
室

令
和
四
（
二
○
二
二
）
年
三
月

二
一
七
頁
ー
二
四
○
頁
）

注
６

拙
稿
「
山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
（
５
）
指
導
資
料

作
成
の
試
み
」
（『
国
語
論
集

』
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校

国
語
科
教

20

育
研
究
室

令
和
五
（
二
○
二
三
）
年
三
月

一
九
一
頁
ー
二
○
三
頁
）

注
７

注
２

八
九
頁
ー
九
○
頁

注
８

注
４

二
一
七
頁
ー
二
二
○
頁

注
９

『
ア
イ
ヌ
語
地
名
リ
ス
ト
』「
本
リ
ス
ト
を
利
用
す
る
た
め
に
」
（
北
海
道

環
境
生
活
部

平
成
十
三
（
二
○
○
一
）
年
）

注

『
高
等
学
校
教
育
指
導
資
料

ア
イ
ヌ
民
族
に
関
す
る
指
導
の
手
引

10き
』「
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
」
の
項
（
北
海
道
教
育
庁
生
涯
学
習
部
学
校
教
育
課

平
成
四
（
一
九
九
二
）
年

四
○
頁
）

注

柳
田
は
著
「
地
名
と
地
理
」
で「
ア
イ
ヌ
の
地
名
解
は
永
田
方
正
氏
の
一

11著
が
あ
り
、
叉
バ
チ
ェ
ラ
師
辭
書
の
舊
版
の
附
録
に
も
若
干
の
講
說
が
あ

っ
て
、
今
日
で
は
先
づ
十
の
八
九
迄
大
よ
そ
は
意
味
が
明
ら
か
に
な
つ
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た
と
言
つ
て
よ
い
」
（
『
定
本
柳
田
國
男
全
集

第
二
十
巻
』「
地
名
と
地

理
」
柳
田
國
男

筑
摩
書
房

昭
和
４
５
（
１
９
７
０
）
年

三
二
頁

初
出

は『
地
理
学
評
論
』
八
巻

昭
和
７
（
１
９
３
２
）
年
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
に
は
意
味
不
明
な
も
の
が
も
っ
と
多
い
。
ち

な
み
に
、
当
時
柳
田
は
内
地
全
般
に
至
る
地
名
の
語
源
を
ア
イ
ヌ
語
で
解
く

風
潮
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。

注

柳
田
國
男
『
定
本
柳
田
國
男
全
集

第
二
十
巻
』「
地
名
の
話
」
（
筑
摩

12書
房

昭
和
４
５
（
１
９
７
０
）
年

七
頁

初
出
は『
地
学
雑
誌
』
大
正
元

（
１
９
１
２
）
年
）

注

注

一
三
ー
一
四
頁

13

12

注

山
田
秀
三
『
北
海
道
の
地
名
』「
大
黒
島
」
の
項
（
北
海
道
新
聞
社

昭

14和
五
十
九
（
一
九
八
九
）
年

三
九
九
頁
）

注

児
島
恭
子
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
始
ま
り
」
（『
地
名
と
風
土
』

平
成
二

15十
七
（
二
○
一
五
）
年

日
本
地
名
研
究
所

一
○
九
頁
ー
一
一
○
頁
）

注

注

一
一
○
頁

16

15

注

注

一
一
○
頁

17

15

注

日
本
大
辞
典
刊
行
会
編
集
『
日
本
国
語
大
辞
典

第

巻
』
「
文

18

17

化
」
の
項
③
（
昭
和
五
十
（
１
９
７
５
）
年

小
学
館

五
五
三
頁
）

注

山
田
秀
三
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
３
』「
登
別
・
室
蘭
の
ア
イ
ヌ
語
地

19名
を
尋
ね
て
」
（
草
風
館

昭
和
五
十
八
（
一
九
八
三
）
年

三
六
四
頁

初
出
は『
登
別
・
室
蘭
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
尋
ね
て
』

噴
火
湾
社

昭
和

五
十
四
（
一
九
七
九
）
年
）

注

山
田
秀
三
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
輪
郭
』「
ア
イ
ヌ
時
代
の
神
々
の
居
処

20
地
名
調
査
メ
モ
の
中
よ
り
」
（
草
風
館

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年

一
九

八
頁

初
出
は『
歴
史
公
論
』「
ア
イ
ヌ
時
代
の
神
々
の
居
所
」

昭
和
五
十

九
（
一
九
八
四
）
年
）

注

山
田
秀
三
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
１
』「
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
を
大
切

21に
し
た
い
」
一
四
九
頁

（
昭
和
五
十
七
（
一
九
八
二
）
年

草
風
館

初
出

は『
ア
イ
ヌ
文
化
』
第
一
号

（
財
）
ア
イ
ヌ
無
形
文
化
伝
承
保
存
会

昭
和

五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
）

注

山
田
秀
三
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
輪
郭
』「
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
の
小
さ
な

22町
の
記
録
」
一
三
二
頁

（
平
成
七
年

草
風
館

初
出
は『
常
呂
町
百
年

史
』
常
呂
町
百
年
史
編
集
委
員
会
編

昭
和
六
十
四
（
一
九
八
九
）
年
）

注

山
田
秀
三
『
東
北
・
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
』「
前
文
」
一
頁

（
草
風
館

23
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年

「
前
文
」
末
に「
平
成
四
年
晩
春
」
と
あ
る
）

注

注
２

八
五
頁

24

（
た
に
ぐ
ち
ま
も
る
／
北
海
道
月
形
高
等
学
校
）
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す
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
が
、
特
に
Ⅲ
を
見
た
時
、
山
田
は
平
成
四
（
一
九
九

二
）
年
七
月
二
十
七
日
に
死
去
し
て
い
る
の
で
、
亡
く
な
る
間
際
ま
で「
ア
イ
ヌ

語
地
名
」
か
ら
「
古
代
史
」
や
「
文
化
」
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
山
田
は「
地
名
」
を「
文
化
」
で
あ
る
と
積
極
的
に
そ
う
呼
ん
で
い
た
わ
け

で
は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
願
わ
く
は
そ
う
な
ら
ん
こ
と
を
思
い
続
け
て
い
た
の

で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

あ
と
が
き
・
追
記

数
年
に
渡
っ
て
指
導
資
料
を
つ
く
り
ま
し
た
。
教
材
研
究
や
雑
務
に
追
わ
れ
、

例
年
の
冬
休
み
～
二
月
で
少
し
ず
つ
進
め
て
い
ま
し
た
。
山
田
秀
三
の
文
章
に

関
す
る
指
導
書
で
し
た
が
、
独
善
に
陥
ら
ぬ
よ
う
「
「
で
あ
る
」
こ
と「
す
る
」
こ

と
」
の
資
料
を
範
と
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
ア
イ
ヌ
語
地
名
な
の
か「
で
あ
る
～
」

な
の
か
、
読
ま
れ
た
方
は
わ
か
り
に
く
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
欠
点

も
あ
り
ま
し
た
が
、
普
段
時
折
調
べ
る
程
度
の
指
導
書
に
つ
い
て
、
作
る
側
か
ら

見
つ
め
ら
れ
て
、
ま
た
複
数
を
比
較
で
き
て
非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
今

後
に
活
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
本
稿
の
冒
頭
で「
国
家
の
言
語
と
し
て
ア
イ
ヌ
語
も
取
り
入
れ
る
べ

き
」
（
注

）
と
述
べ
た
こ
と
に
反
対
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
確
か
に
急
に「
公
用
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語
」
と
し
て
は
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、「
少
数
民
族
語
」
の
よ
う
な
公
的
な
位
置
づ

け
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
ア
イ
ヌ
語
は
ア
イ
ヌ
文
化
の
代
表
で
す
。
公
用
語
が

日
本
語
で
あ
る
日
本
国
家
の
中
で
大
き
な
摩
擦
が
な
く
、
少
数
民
族
語
ア
イ
ヌ

語
に
関
係
し
た
地
名
が
存
在
し
、
現
在
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
重

要
で
あ
り
、
そ
こ
に
意
義
が
あ
り
、
ゆ
え
に
文
化
的
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
自
分
の
思
想
は
あ
く
ま
で
保
守
派
で
す
が
、
そ
の
点
は
改
善
さ
れ
る

日
が
待
た
れ
ま
す
。

終
わ
り
に
こ
の
機
会
を
勧
め
て
く
だ
さ
っ
た
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校
の
佐

野
比
呂
己
先
生
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

注
１

『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究

山
田
秀
三
著
作
集

月
報
４
』
（「
山
田
地

名
学
の
周
辺
〈
対
談

山
田
秀
三
＝
谷
川
健
一
〉
」
草
風
館

昭
和
五
十
八

（
一
九
八
三
）
年
）

注
２

拙
稿
「
山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
」
（
」『
国
語
論

集

』
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校

国
語
科
教
育
研
究
室

平
成
三
十
一

16
（
二
○
一
九
）
年

八
五
頁
ー
一
○
○
頁
）

注
３

拙
稿
「
山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
（
２
）
指
導
資
料

作
成
の
試
み
」
（『
国
語
論
集

』
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校

国
語
科
教

17

育
研
究
室

令
和
二
（
二
○
二
○
）
年
三
月

一
五
〇
頁
ー
一
五
八
頁
）

注
４

拙
稿
「
山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
（
３
）
指
導
資
料

作
成
の
試
み
」
（『
国
語
論
集

』
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校

国
語
科
教

18

育
研
究
室

令
和
三
（
二
○
二
一
）
年
三
月

二
〇
五
頁
ー
二
二
一
頁
）

注
５

拙
稿
「
山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
（
４
）
指
導
資
料

作
成
の
試
み
」
（『
国
語
論
集

』
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校

国
語
科
教

19

育
研
究
室

令
和
四
（
二
○
二
二
）
年
三
月

二
一
七
頁
ー
二
四
○
頁
）

注
６

拙
稿
「
山
田
秀
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
歩
く
」
の
教
材
化
（
５
）
指
導
資
料

作
成
の
試
み
」
（『
国
語
論
集

』
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校

国
語
科
教

20

育
研
究
室

令
和
五
（
二
○
二
三
）
年
三
月

一
九
一
頁
ー
二
○
三
頁
）

注
７

注
２

八
九
頁
ー
九
○
頁

注
８

注
４

二
一
七
頁
ー
二
二
○
頁

注
９

『
ア
イ
ヌ
語
地
名
リ
ス
ト
』「
本
リ
ス
ト
を
利
用
す
る
た
め
に
」
（
北
海
道

環
境
生
活
部

平
成
十
三
（
二
○
○
一
）
年
）

注

『
高
等
学
校
教
育
指
導
資
料

ア
イ
ヌ
民
族
に
関
す
る
指
導
の
手
引

10き
』「
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
」
の
項
（
北
海
道
教
育
庁
生
涯
学
習
部
学
校
教
育
課

平
成
四
（
一
九
九
二
）
年

四
○
頁
）

注

柳
田
は
著
「
地
名
と
地
理
」
で「
ア
イ
ヌ
の
地
名
解
は
永
田
方
正
氏
の
一

11著
が
あ
り
、
叉
バ
チ
ェ
ラ
師
辭
書
の
舊
版
の
附
録
に
も
若
干
の
講
說
が
あ

っ
て
、
今
日
で
は
先
づ
十
の
八
九
迄
大
よ
そ
は
意
味
が
明
ら
か
に
な
つ
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た
と
言
つ
て
よ
い
」
（
『
定
本
柳
田
國
男
全
集

第
二
十
巻
』「
地
名
と
地

理
」
柳
田
國
男

筑
摩
書
房

昭
和
４
５
（
１
９
７
０
）
年

三
二
頁

初
出

は『
地
理
学
評
論
』
八
巻

昭
和
７
（
１
９
３
２
）
年
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
ア
イ
ヌ
語
由
来
地
名
に
は
意
味
不
明
な
も
の
が
も
っ
と
多
い
。
ち

な
み
に
、
当
時
柳
田
は
内
地
全
般
に
至
る
地
名
の
語
源
を
ア
イ
ヌ
語
で
解
く

風
潮
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。

注

柳
田
國
男
『
定
本
柳
田
國
男
全
集

第
二
十
巻
』「
地
名
の
話
」
（
筑
摩

12書
房

昭
和
４
５
（
１
９
７
０
）
年

七
頁

初
出
は『
地
学
雑
誌
』
大
正
元

（
１
９
１
２
）
年
）

注

注

一
三
ー
一
四
頁

13

12

注

山
田
秀
三
『
北
海
道
の
地
名
』「
大
黒
島
」
の
項
（
北
海
道
新
聞
社

昭

14和
五
十
九
（
一
九
八
九
）
年

三
九
九
頁
）

注

児
島
恭
子
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
始
ま
り
」
（『
地
名
と
風
土
』

平
成
二

15十
七
（
二
○
一
五
）
年

日
本
地
名
研
究
所

一
○
九
頁
ー
一
一
○
頁
）

注

注

一
一
○
頁

16

15

注

注

一
一
○
頁

17

15

注

日
本
大
辞
典
刊
行
会
編
集
『
日
本
国
語
大
辞
典

第

巻
』
「
文

18

17

化
」
の
項
③
（
昭
和
五
十
（
１
９
７
５
）
年

小
学
館

五
五
三
頁
）

注

山
田
秀
三
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
３
』「
登
別
・
室
蘭
の
ア
イ
ヌ
語
地

19名
を
尋
ね
て
」
（
草
風
館

昭
和
五
十
八
（
一
九
八
三
）
年

三
六
四
頁

初
出
は『
登
別
・
室
蘭
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
尋
ね
て
』

噴
火
湾
社

昭
和

五
十
四
（
一
九
七
九
）
年
）

注

山
田
秀
三
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
輪
郭
』「
ア
イ
ヌ
時
代
の
神
々
の
居
処

20
地
名
調
査
メ
モ
の
中
よ
り
」
（
草
風
館

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年

一
九

八
頁

初
出
は『
歴
史
公
論
』「
ア
イ
ヌ
時
代
の
神
々
の
居
所
」

昭
和
五
十

九
（
一
九
八
四
）
年
）

注

山
田
秀
三
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
１
』「
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
を
大
切

21に
し
た
い
」
一
四
九
頁

（
昭
和
五
十
七
（
一
九
八
二
）
年

草
風
館

初
出

は『
ア
イ
ヌ
文
化
』
第
一
号

（
財
）
ア
イ
ヌ
無
形
文
化
伝
承
保
存
会

昭
和

五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
）

注

山
田
秀
三
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
輪
郭
』「
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
の
小
さ
な

22町
の
記
録
」
一
三
二
頁

（
平
成
七
年

草
風
館

初
出
は『
常
呂
町
百
年

史
』
常
呂
町
百
年
史
編
集
委
員
会
編

昭
和
六
十
四
（
一
九
八
九
）
年
）

注

山
田
秀
三
『
東
北
・
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
』「
前
文
」
一
頁

（
草
風
館

23
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年

「
前
文
」
末
に「
平
成
四
年
晩
春
」
と
あ
る
）

注

注
２

八
五
頁

24

（
た
に
ぐ
ち
ま
も
る
／
北
海
道
月
形
高
等
学
校
）
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