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島

田

静

雄

先
史
時
代
研
究
学
徒
の
方
々
の
た
め
に
県
内
に

も
曽
て
ア
イ
ヌ
民
族
が
安
住
し
て
ゐ
た
例
証
を
民

俗
学
方
面
よ
り
述
べ
て
御
参
考
に
資
し
た
い
。

ア
イ
ヌ
民
族
は
東
北
、
北
海
道
、
樺
太
以
北
の

住
民
で
中
部
地
方
に
は
住
ん
で
ゐ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
ふ
質
問
を
よ
く
受
け
る
。
中
部
地

方
の
み
な
ら
ず
九
州
沖
縄
ま
で
南
下
し
て
ゐ
た
の

で
あ
る
。
(
以
下
の
実
証
は
三
十
徐
年
聞
こ
の
問

題
と
取
り
組
ん
で
苦
学
し
た
私
の
独
創
で
多
く
の

学
者
へ
の
反
逆
的
論
争
と
も
な
る
)

若
狭
の
日
向
も
九
州
の
日
向
も
同
語
原
で
ア
イ

ヌ
語
の
司
E
W白
(
石
原
の
意
)
で
あ
り
、
阿
蘇
火

山
の
ア
ソ
も
ア
イ
ヌ
語
で
北
海
道
の
ア
ト
サ
ぬ
ぷ

り
、
大
野
市
旧
小
山
村
の
ア
ト
ソ
と
同
語
原
で

氏
自
仰
と
は
火
山
の
禿
山
の
意
で
あ
る
。
大
野
市

の
ア
ト
ソ
は
阿
離
祖
と
記
し
て
ア
ド
ソ
と
呼
ん
で

ゐ
る
。
仏
教
羽
田
俗
か
ら
阿
難
尊
者
一
云
々
の
文
字
か

ら
生
れ
た
伝
説
を
生
ん
で
ゐ
る
の
は
笑
止
千
万
で

あ
る
。
こ
れ
は
阿
稚
祖
と
原
語
に
忠
実
に
充
て
た

仮
借
文
字
で
あ
る
が
稚
の
字
を
草
書
体
の
難
の
字

と
誤
字
し
た
も
の
で
呼
ぴ
万
は
や
は
り
ア
チ
ッ
ク

即
ち
ア
ト
ソ
と
呼
ん
で
ゐ
る
と
と
に
よ
っ
て
も
解

明
す
る
。

よ
く
問
題
に
な
る
高
千
積
の
峯
で
あ
る
が
こ
れ

も
画
有
名
調
で
は
な
い
。
火
山
の
あ
る
所
な
ら
必

ず
命
名
さ
れ
る
地
名
で
あ
る
。
摺
鉢
形
の
噴
火
口

を
指
す
も
の
で
宮
℃
(
山
の
)
n
V
6
1
0
(
女
陰
)

に
充
て
た
漢
字
名
で
あ
る
。
(
国
体
の
尊
厳
を
演

す
も
の
と
叱
か
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
)
と
れ

ク
V
フ
ル
ダ
ケ

は
ア
イ
ヌ
語
で
は
な
い
が
奇
振
岳
は
草
振
る
岳
の

転
叫
酷
で
あ
る
。
ウ
ハ
バ
ミ
な
ど
が
笹
の
葉
を
動
し

て
歩
行
す
る
様
が
恰
も
神
が
草
葉
を
動
揺
さ
せ
て

渡
り
来
る
も
の
と
信
じ
て
の
心
理
上
の
事
実
の
表

現
で
あ
る
。
日
本
歴
史
の
記
紀
も
今
少
し
く
民
俗

学
的
に
解
明
の
要
を
痛
感
す
る
。

-

さ
て
話
を
元
に
戻
し
て
樺
太
に
大
泊
あ
り
越
後

に
泊
あ
り
若
狭
に
も
泊
あ
り
沖
縄
に
も
泊
あ
り
何

れ
も
港
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
語

z
g
mユ
も
港
の
意

で
彼
我
同
語
で
あ
る
。
沖
縄
で

O
O神
と
い
ふ
の

を
O
O
カ
ナ
シ
と
い
ふ
。
と
の
カ
ナ
シ
は
ア
イ
ヌ

語
の

-Bロ
ロ
同
(
上
方
の
)
由

E
ユ
(
国
)
即
ち
天

国
、
上
天
の
意
の
転
説
で
あ
り
、
亙
女
の
と
と
を

ノ
ロ
ク
モ
イ
と
い
ふ
。
ク
モ
イ
は

}
S
B巳
(
神
)

の
転
説
で
雲
井
、
鴨
居
な
ど
と
同
語
原
で
あ
り
ノ

ロ
と
は
ア
イ
ヌ
語
の

5
2
-
(甚
だ
大
き
い
、
最

高
の
な
ど
の
意
)
の
転
説
で
最
高
の
神
と
い
ふ
意

ナ
ル
カ

で
あ
る
。
坂
井
郡
に
鳴
鹿
村
が
あ
り
鹿
の
鳴
き
声

に
よ
っ
て
水
源
地
と
見
出
し
た
と
い
ふ
伝
説
を
生

ん
で
ゐ
る
が
、
乙
れ
は
ロ
再
三
(
甚
だ
大
き
い
)

F
S
(正
)
の
意
で
九
頭
竜
川
沿
岸
の
こ
の
地
の
地

形
奇
文
句
な
ど
に
説
明
し
て
ゐ
る
。

ζ

の
ノ
ロ
ク
モ
イ
に
関
す
る
神
に
奉
仕
す
る
者

は
女
性
に
限
り
:
:
・
:
:
沖
縄
で
は
今
も
尚
男
性
禁

〈
久
高
島
}

止
:
・
:
:
:
男
性
が
奉
仕
す
る
場
合
は
女
装
せ
ね
ば

な
ら
な
い
事
、
母
系
制
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
述
べ
て
彼
我
の
同
一
民
俗
に
も
及
ぴ
た
い
が
紙

数
に
徐
裕
を
有
た
な
い
の
で
号
を
改
め
て
御
参
考

に
資
す
る
と
と
と
し
て
県
内
に
於
け
る
方
言
、
民

俗
、
地
名
等
に
よ
っ
て
彼
我
の
交
流
を
紙
数
の
許
，

す
限
り
あ
げ
て
大
方
の
御
高
批
を
仰
ぐ
と
と
と
す

"。。乙
乙
で
一
つ
御
留
意
願
ひ
た
い
こ
と
は
、
数
次

の
仰
は
ア
イ
ヌ
語
も
ツ
ー
で
あ
り
英
語
も
ツ
ー
で

あ
る
と
い
ふ
偶
然
の
一
致
か
ら
類
音
で
解
釈
で
附

会
の
説
に
耳
を
傾
け
て
は
な
ら
な
い
と
と
で
あ

ザ。。
ア
イ
ヌ
娘
を
内
地
人
は
メ
ノ
コ
と
呼
ぴ
ア
イ
ヌ

特
有
語
だ
と
今
だ
に
信
じ
て
ゐ
る
向
き
が
多
い
。

一方

J

コ

畳
計
ら
ん
や
メ
ノ
コ
は
邦
語
の
男
の
子
に
対
す
る
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，p

，ゴ

女
の
子
で
あ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
語
で
は
確
然
と
し
て

娘
を
表
現
す
る
に
B
m
g
o
l
u
o
o司
宮
℃
四
円
。
と
い

ふ
語
が
あ
る
ζ

と
で
あ
る
。

ζ

の
メ
ノ
コ
の

n
が

r
に
通
転
し
て
メ
ロ
コ
、
メ
ロ
と
な
り
女
児
女
性

を
メ
ロ
と
い
ふ
方
言
が
生
れ
て
居
り
メ
ノ
コ
叉
メ

ロ
コ
は
邦
語
で
ア
イ
ヌ
音
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

小
刀
の
と
と
を
マ
キ
リ
と
い
ひ
之
も
ア
イ
ヌ
語
だ

と
現
在
の
ア
イ
ヌ
自
身
も
信
じ
て
ゐ
る
向
き
も
多

い
が
と
れ
は
邦
語
の
薪
切
り
が
伝
は
っ
た
も
の
で

あ
る
。
ア
イ
ヌ
語
で
耳
輸
の
こ
と
を
ニ
ン
カ
リ
と

い
ふ
。
筆
者
も
最
近
ま
で
純
ア
イ
ヌ
語
だ
と
信
じ

て
ゐ
た
一
人
で
あ
る
。

ζ

の
ニ
ン
カ
リ
は
ア
イ
ヌ

語
で
な
く
邦
語
の
耳
金
が
彼
に
伝
へ
ら
れ
た
も
の

で
自
由
民
岡
山

l
R
8
0
↓
B
E
I
R
S
O
↓
旦
ロ
l
w
R
O↓

旦
ロ

l-Sユ
と
次
第
に
通
転
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
る
と
耳
輪
と
い
ふ
も
の
は
ア
イ
ヌ
特
有
の
習
俗

で
は
な
く
な
る
。
耳
輸
に
つ
い
て
は
文
明
人
の
仏

画
に
も
そ
の
例
を
多
く
見
る
。
南
山
大
学
の
依
頼

で
先
天
的
に
耳
突
に
穿
穴
の
あ
る
人
を
探
し
廻
っ

て
唯
一
人
若
狭
で
そ
の
人
に
出
会
っ
た
。
之
は
民

族
遺
伝
す
る
由
で
優
秀
民
族
で
あ
る
と
の
乙
と
で

あ
る
か
ら
ア
イ
ヌ
も
曽
て
は
優
秀
民
族
を
真
似
る

ζ

と
が
一
般
と
な
り
習
俗
と
な
っ
た
も
の
か
も
知

れ
な
い
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
某
文
博
が
そ
の
著

書
に
エ
ラ
チ
カ
(
ゴ
ム
紐
)
が
福
井
県
の
方
言
と

島
田

福
井
県
に
於
げ
る
ア
イ
ヌ
遺
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明
記
し
て
ゐ
る
な
ど
と
等
し
く
ア
イ
ヌ
語
の
詮
策

に
は
慎
重
を
要
す
る
。

一
方
ア
イ
ヌ
人
で
あ
り
な
が
ら
ア
イ
ヌ
語
を
知

ら
ぬ
学
者
も
居
る
。
先
般
物
故
し
た
知
里
真
志
保

文
博
は
ア
イ
ヌ
人
で
あ
る
。
尤
も
小
学
時
代
よ
り

邦
語
で
教
育
さ
れ
て
来
た
ア
イ
ヌ
人
で
は
あ
る
。

そ
の
著
「
ア
イ
ヌ
語
入
門
」
(
一
九
五
六
年
出
版
)

の
第
五
ペ
ー
ジ
の
全
ぺ

l
ジ
を
私
へ
の
反
論
で
埋

め
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
よ
り
二
年
前
に
「
北
海
道
史
研
究
」

誌
に
掲
げ
た
私
の
「
樺
太
地
名
考
」
に
対
す
る
も

の
で
あ
る
。
私
の
所
論
は
そ
の
原
語
町
口
氏
(
暗
い
)

旨
ロ
ロ

Z
B
(草
原
)
即
ち
湿
地
の
意
で
ツ
ン
ド
ラ

地
帯
を
指
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
ク
リ
モ
ン
ト

(
パ
ッ
チ
エ
ラ

l
辞
典
に
は
ク
リ
モ
ン
ト
と
明
記

し
て
あ
る
)
更
に
転
託
し
て
カ
ラ
モ
ン
ト
カ
ラ

プ
ト
カ
ラ
フ
ト
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
と
い
ふ

に
在
っ
た
。
と
こ
ろ
が
知
里
氏
は
ク
リ
モ
ン
ト
な

ど
い
ふ
語
は
パ
ッ
チ
エ
ラ

l
辞
典
に
だ
け
あ
っ
て

ア
イ
ヌ
語
で
は
な
い
と
民
向
す
る
の
で
あ
る
。
彼

民
が
南
山
大
学
の
講
師
だ
っ
た
一
九
五
七
年
、
同

大
学
の
中
山
英
司
博
士
の
連
絡
で
彼
氏
と
同
大
学

で
会
見
の
機
を
得
て
追
究
し
た
と
乙
ろ
ク
リ
モ
ン

ト
は
ア
イ
ヌ
語
で
な
い
が
、
ク
リ
、
ム
ン
ツ
ム
は

立
派
な
ア
イ
ヌ
語
で
あ
る
と
承
認
し
て
兜
を
抜
い

た
が
カ
ラ
フ
ト
の
地
名
に
つ
い
て
は
何
の
明
答
も

な
か
っ
た
。
私
も
こ
れ
以
上
追
究
す
る
の
は
気
の

毒
に
思
は
れ
て
そ
の
ま
〉
に
放
棄
し
て
し
ま
っ

た。
当
北
海
道
に
は
「
狩
太
」
な
る
地
名
あ
る
乙
と

を
附
記
し
て
本
論
に
は
い
る
。

言

語

の

上

か

ら

O
イ
ロ
リ
は
圏
炉
裡
な
ど
の
漢
字
を
充
て
て
ゐ
る

が
ζ

の
イ
ロ
リ
は
イ
ル
レ
が
原
語
で
あ
る
が
之

は
「
温
ま
る
」
と
い
ふ
転
意
語
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
と
の
イ
ロ
リ
の
乙
と
を
イ
レ
シ
と
い
ふ
部

落
が
県
下
に
唯
一
ケ
所
あ
る
。
大
野
郡
和
泉
村

上
伊
勢
部
落
が
そ
れ
で
純
然
な
る
ア
イ
ヌ
遺
俗

で
あ
る
。
ィ
レ
シ
、
フ
チ
が
原
語
で
火
の
神
の

意
、
フ
チ
の
省
略
形
で
あ
る
ζ

と
は
惜
か
で
あ

。ザ
。

O
エ
ン
ト
ロ
リ
足
羽
郡
宇
坂
地
方
で
今
に
も
落

ち
さ
う
な
熟
柿
を
エ
ン
ト
ロ
リ
と
い
ふ
。
原
語

は
『
エ
ツ
(
鼻
)
オ
ロ
(
か
ら
)
プ
(
物
)
即

ち
鼻
汁
の
こ
と
で
あ
る
。
日
ソ
聞
に
問
題
の
エ

ト
ロ
フ
島
に
つ
い
て
は
ア
イ
ヌ
聞
に
鳥
の
鼻
汁

が
島
と
な
っ
た
と
い
ふ
伝
説
が
あ
り
、
ク
ラ
ゲ

の
乙
と
を
フ
ン
ベ
(
鯨
)
エ
ト
ロ
ッ
プ
(
鼻

汁
)
と
い
ふ
の
を
見
て
も
熟
柿
が
エ
ト
ロ
ッ
プ
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(
鼻
汁
)
で
あ
る
ζ

と
は
承
認
さ
れ
よ
う
。
語

尾
の
リ
は
附
り
で
あ
ら
う
。

O
昔
の
貧
農
や
乞
食
は
大
抵
野
菜
を
入
れ
た
粥
を

す
す
っ
た
も
の
で
こ
れ
を
ゾ
ロ
と
称
し
た
。
こ

の
ゾ
ロ
に
充
て
る
漢
字
は
な
い

o
g可
010『。
i
℃

の
ア
イ
ヌ
語
の
語
尾
の

P
が
消
略
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

O
セ
l
タ
背
負
具
の
一
一
種
で
小
梯
子
様
の
も
の

で
背
板
な
ど
充
字
す
る
向
き
も
あ
る
が
板
で
は

な
い
。
こ
れ
は
シ
ン
タ
(
揺
鐙
)
で
ア
イ
ヌ
は

あ
の
セ

l
タ
様
の
具
に
幼
児
を
縛
り
つ
け
て
晴

乳
の
時
も
そ
の
ま
〉
授
乳
し
、
仕
事
中
は
四
隅

を
縄
で
縛
っ
て
木
の
枝
に
吊
り
下
げ
て
揺
り
動

か
し
、
移
動
す
る
時
は
背
負
っ
て
行
く
と
い
ふ

崎
育
具
で
も
あ
る
。

ζ

の
シ
ン
タ
が
セ

l
タ
に

転
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

O
ボ
ツ
カ
山
間
部
の
荷
物
運
搬
者
で
右
の
セ

l

タ
を
専
用
す
る
。
歩
荷
な
ど
充
字
す
る
古
文
献

も
あ
る
が
乙
れ
は
匂
凶
w
w
m可
(
背
負
ふ
ζ

と
)

の
転
説
。

O
ツ
シ
山
間
部
の
農
家
で
竹
材
木
材
を
渡
し
た

二
階
で
あ
る
。
二
階
と
い
っ
て
も
物
置
だ
が
。

乙
れ
を
網
代
の
こ
と
で
常
任
が
原
語
で
築
を

意
味
す
る
。

ζ

の
テ
シ
の
多
い
所
O
が
北
海
道

天
塩
の
国
で
あ
る
。
(
ツ
シ
と
い
ふ
方
言
を
用

ひ
な
い
部
落
が
唯
一
つ
県
内
に
在
る
。
そ
れ
は

阿
部
晴
明
の
居
城
地
奥
名
田
村
納
田
終
で
こ
〉

で
は
ア
マ
と
い
ふ
)

O
シ
ク
マ
勝
山
地
方
で
熊
よ
り
も
小
さ
く
ム
ジ

ナ
よ
り
梢
々
大
き
い
も
の
を
シ
ク
マ
と
い
ふ
の

も

m
o
w
己
居
同

i
}
S
B
E
〈
山
の
神
)
と
い
ふ
熊
の

隠
語
か
ら
で
あ
る
。

O
シ
ブ
ト
イ
図
々
し
い
ζ

と
。
一
固
な
ら
ず
ニ

三
回
と
忍
び
込
む
と
は
随
分
シ

w

フ
ト
イ
奴
だ
な

と
い
ふ
の
も
凹
E
B℃
E
S
(歩
の
遅
い
乙
と
)

の
転
意
で
あ
る
。

O
サ
ッ
ク
リ
終
戦
と
同
時
に
麻
の
耕
作
を
禁
止

さ
れ
て
か
ら
麻
織
は
す
っ
か
り
影
を
ひ
そ
め
た

が
作
業
衣
と
し
て
は
良
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
も
凶
器
ロ
lw同
門
釦
(
麻
織
布
)
の
頭
音

a
の

消
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
ア
ツ
シ
は
厚
司

と
い
ふ
漢
字
を
充
当
し
て
ゐ
る
が
之
は
ア
ツ
と

い
ふ
木
(
檎
)
の
皮
の
繊
維
で
作
っ
た
布
で
こ

れ
を
ア
ッ
、
ウ
シ
と
い
ふ
麻
は
漂
白
さ
れ
る
が

ア
ツ
シ
は
純
白
に
は
な
ら
な
い
。
然
し
前
者
は

雨
を
通
す
が
後
者
は
雨
を
通
さ
な
い
利
点
が
あ

り
寒
気
厳
し
い
所
で
は
凍
結
を
さ
け
る
こ
と
が

出
来
る
。

。
ナ
ギ
焼
畑
を
作
る
こ
と
み
}
ナ
ギ
を
焼
く
と
い

ふ
。
ナ
ギ
は
ロ
白
ロ
向
。
(
草
を
刈
る
ζ

と
)
の
転

で
草
薙
の
剣
の
草
薙
は
童
語
で
あ
る
。

O
カ
ス
ナ
勝
山
地
方
で
特
言
か
と
も
考
へ
ら
れ

る
。
今
日
は
カ
ス
ナ
暑
さ
や
。
左
義
長
は
カ
ス

ナ
人
出
ゃ
っ
た
な
ど
「
徐
り
に
」
の
意
に
使
用

さ
れ
る
。

ζ

れ
は
日
内
出
血
ロ
l
ロ
。
(
録
り
に
)
が
原

語
で
あ
る
。

O
セ
キ
ラ
ウ
七
八
十
歳
の
老
人
は
今
も
使
用
す

る
。
争
ふ
、
喧
嘩
す
る
意
で

g
-
2
5
5
B
(争

ふ
)
の
転
説
で
あ
る
。

O
テ
ン
コ
ロ
仲
の
良
い
こ
と
の
表
現
に
甲
と
乙

は
テ
ン
コ
ロ
や
と
い
ふ
。
猫
の
子
が
互
に
戯
れ

る
こ
と
を
二
疋
が
テ
ン
コ
ロ
テ
ン
コ
ロ
遊
ん
で

ゐ
る
な
ど
い
ふ
。
そ
の
語
原
は

Z
B
W
2
0
(抱

擁
す
る
)
で
あ
る
。

O
ブ
サ
ル
負
ふ
こ
と
。
祖
母
に
ブ
サ
レ
テ
寝
て

ゐ
る
。
子
供
を
ブ
シ
て
行
く
。
な
ど
使
用
す
る

語
で
ア
イ
ヌ
は
旅
嚢
の
こ
と
を
匂
ロ
印
国
ユ
と
い

ふ。

O
ヘ
チ
ャ
醜
女
房
』
い
ふ
。
へ
チ
ャ
な
娘
で
嫁
に

貰
ひ
手
が
な
い
な
ど
い
ふ
。
ア
イ
ヌ
語
℃

R
V山
口

は
一
静
せ
る
意
で
あ
る
。

O
四
ケ
浦
辺
で
泥
の
ζ

と
を
い
ふ
。
こ
れ
は
完
全

な
ア
イ
ヌ
語
で
ち
ゅ
一
昨
(
水
)
吉
一
(
土
)
で
あ

司
令
。

O
ヤ
カ
ナ
ル

勝
山
地
方
で
多
く
聞
く
方
言
で
操
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ぐ
こ
と
の
意
。
喧
嘩
で
も
あ
る
の
か
大
勢
で
ヤ

カ
ナ
ツ
て
ゐ
る
な
ど
い
ふ
。
可
同

wmg回
目
内
の
ア

イ
ヌ
語
は
姉
女
子
の
驚
声
を
い
ふ
。

O
ム
カ
ツ
パ
ラ
立
て
る
激
怒
す
る
意
で
ロ
-8℃

山吋釦同
mw

は
ア
イ
ヌ
が
相
手
を
侮
辱
す
る
際
自
己

の
陰
部
を
表
す
こ
と
で
尻
喰
へ
の
意
で
も
あ
ら

』

Z
円
ノ
。

O
オ
セ
カ
ミ
坂
井
郡
の
山
間
部
で
狼
の
こ
と
を

い
ふ
0

4
司

2
0
(吠
え
る
)
付
釦
包
巳
の
下
略
で

あ
る
。

O
ケ
ン
ナ
イ
ド
招
か
ぎ
る
客
、
不
時
客
を
若
狭

で
い
ぷ
。
之
は

E
E丈
恵
む
)
の

r
が

n
に
転

託
し
て
ケ
ナ
イ
と
な
り
人
が
附
加
さ
れ
た
も
の

で
、
家
一
来
も
乙
れ
が
語
原
で
あ
ら
う
。

O
鱒
の
ス
リ
産
卵
後
味
の
落
ち
た
瀕
死
の
鱒
で

あ
る
。
ア
イ
ヌ
語

g
E
E
は
産
卵
せ
し
鮭
の

意
で
あ
る
。
こ
れ
が
動
詞
化
さ
れ
て
鱒
が
ス
ツ

て
る
な
ど
と
も
い
ふ
。
叉
経
験
者
、
老
衰
者
を

ポ

ス
リ
呆
げ
と
も
い
ふ
。

O
ア
ヂ
チ
分
家
(
兄
の
み
の
分
家
を
い
ふ
所
も

あ
る

)
g
v
x
(新
し
い
)
岳
山
田
町
山
(
家
)
の
下

略。

O
ヒ
シ
三
方
郡
食
見
海
岸
で
は
海
岸
を
い
ふ
。

ア
イ
ヌ
語
立
国
げ
も
亦
海
岸
の
意
で
あ
る
。

O
ケ
ラ
足
羽
郡
宇
坂
地
方
で
蓑
を
い
ふ
。
ア
イ

ヌ
語

-
8
5
も
亦
蓑
で
あ
る
。

O
カ
リ
ン
パ
足
羽
郡
上
味
見
地
方
で
山
桜
を
い

ふ
。
ア
イ
ヌ
も
亦
カ
リ
ン
パ
と
い
ふ
。

O
カ
イ
コ
ミ
勝
山
地
方
の
老
人
は
今
も
尚
手
の

附
い
た
小
さ
い
桶
を
い
ふ
た
の
も
ア
イ
ヌ
語
の

}
g
w
w
z
B
(水
桶
)
か
ら
で
あ
る
。

O
イ
ネ
勝
山
市
北
谷
地
方
で
母
親
を
い
ふ
。
ゥ

ネ
と
い
ふ
ア
イ
ヌ
語
の
転
で
同
地
方
で
坂
の
こ

〉
」
み
}

O
ヒ
ラ
と
い
ふ
の
も

1
3
(断
崖
)
の
転
で
あ

。マ。
O
オ
ロ
ム
シ
繊
維
か
ら
織
布
と
作
る
イ
ラ
ク
サ

の
こ
と
で
大
野
市
打
波
地
方
の
万
言
で
あ
る
。

原
語
は
オ
ロ
、
モ
シ
で
原
意
は

0
5
(甚
だ
)

5
2
F
(痛
い
)
で
あ
る
。

O
ニ
ヨ
藁
、
稲
な
ど
の
堆
積
を
い
ふ
。
榔
田
先

生
は
神
に
供
す
る
督
、
の
転
だ
と
断
定
さ
れ
た
が

私
は
反
対
す
る
。
之
は
ア
イ
ヌ
語
の
昆
匂
(
貯

蔵
倉
)
の
意
で
丹
生
な
ど
に
も
赤
土
の
多
い
所

の
み
と
は
限
ら
ず
と
の
山
中
の
貯
蔵
倉
を
意
味

し
て
命
名
さ
れ
た
地
名
で
あ
る
。

O
ド
ン
ブ
リ
食
器
の
井
、
泉
水
、
水
溜
な
ど
い

ふ
の
も

Z
S
H
U
E立
(
泉
)
の
転
意
転
靴
で
あ
る
。

O
ホ
メ
ル
火
傷
後
の
痛
み
の
場
合
な
ど
に
、
ホ

メ
ル
と
い
ふ
の
は
げ

0
5
0
2
(痛
む
)
と
ア
イ

ヌ
語
、
が
そ
の
ま
」
温
存
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ

る。

O
モ
ン
ぺ
戦
時
中
お
し
な
べ
て
着
用
し
た
モ
ン

ぺ
も
ア
イ
ヌ
語
で
あ
る
。
原
語
は
オ
ム
(
股
)

ウ
ン
に
は
く
ぺ
(
物
)
の
頭
音
省
略
で
、
オ
ム

の
股
が
地
名
に
な
る
と
川
叉
の
所
の
意
で
地
名

と
し
て
は
オ
ム
(
股
)
ウ
シ
(
・
:
の
所
)
と
な

り
武
生
市
の
大
虫
村
の
原
語
と
な
る
。
之
は
ポ

ル
ト
ガ
ル
一
請
の

モ
ン
ペ
と
は
い
は
な
い
地
方
に
越
美
国
境
の
穴

馬
地
方
、
が
あ
り
カ
ル
サ
ン
と
呼
ん
で
ゐ
る
。

。
色
色
白
O

が
原
語
で
同
地
万
が
表
日
本
文
化
の

影
響
を
受
け
て
ゐ
る
こ
と
を
物
語
り
文
化
の
移

動
の
跡
が
示
さ
れ
て
方
言
調
査
の
興
味
深
々
た

る
も
の
が
あ
る
。
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