
佐
々
木
利
和
著

『
ア
イ
ヌ
絵
誌
の
研
究
』

市
毛

幹
幸

非
文
字
社
会
に
生
き
､
自
ら
の
歴
史

･
風
俗

･
文
化
を
記
録
し
た
り
､
絵
画
な
ど

に
表
現
す
る
習
慣
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
近
世
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
歴
史
研
究
は
､

何
ら
か
の
形
式
で
ア
イ
ヌ
社
会
に
接
す
る
機
会
を
持

っ
た
人
々
の
遺
し
た
記
録
に
基

づ
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た
｡
そ
し
て
､
多
様
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
る
な
か
､
ア
イ
ヌ

自
身
の
口
承
資
料
や
考
古

･
民
俗
資
料
な
ど
隣
接
諸
学
の
成
果
受
容
の
必
要
性
､
ア

イ
ヌ
を
日
本
人
の
側
か
ら
捉
え
る
だ
け
で
な
く
､
相
対
化
し
て
､
ア
イ
ヌ
を
主
体
と

す
る
歴
史
叙
述
､

つ
ま
り
､
｢
ア
イ
ヌ
史
｣
構
築
と
そ
の
方
法
論
確
立
の
必
要
性
が

認
識

‥
王
張
さ
れ
て
き
て
い
る
｡

ア
イ
ヌ
の
民
族
文
化
研
究
の
第

一
線
で
､
多
様
な
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
る
佐

々
木
利
和
氏
は
､
ア
イ
ヌ
の
歴
史
叙
述
の
可
能
性
が
､
ア
イ
ヌ
の
生
活
誌
､
文
化
誌
､

民
族
誌
を
復
元
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
と
し
て
､
ア
イ
ヌ
の
生
活

･

文
化
を
総
合
的
に
記
述
し
た

｢ア
イ
ヌ
民
族
誌
｣
を
構
想
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ

の
方
法
論
が
提
示
さ
れ
た
の
が
､
本
書

『
ア
イ
ヌ
絵
誌
の
研
究
』
で
あ
る
｡

美
術
史
､
絵
画
史
を
専
門
と
せ
ず
'
ア
イ
ヌ
の
歴
史
に
関
心
の
あ
る
初
学
者
に
す

ぎ
な
い
筆
者
が
こ
の
大
著
を
批
評
す
る
ほ
ど
の
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
よ
う
は
ず

は
な
く
'
以
下
で
は
本
書
の
構
成
と
内
容
を
紹
介
す
る
｡
尚
､
紙
幅
の
関
係
か
ら
章

中
の
節

･
項
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
｡
ま
た
､
本
稿
で
は
'
佐
々
木
氏
が
考
察
の
対

象
と
す
る
ア
イ
ヌ
絵
作
品
は
主
要
な
も
の
の
み
を
と
り
あ
げ
る
｡
佐
々
木
氏
が
用
い
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て
い
る
他
の
ア
イ
ヌ
絵
作
品
を
含
め
て
､
そ
の
詳
細
な
デ

ー
タ
に
つ
い
て
は
本
書
を

参
照
さ
れ
た
い
｡
但
し
､
紹
介
の
必
要
上
､
所
蔵
機
関
を
示
す
際
に
は

｢
〇
〇
本
｣

と
表
記
す
る
場
合
が
あ
る
｡
以
上
の
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
｡

冒
頭
の

｢序
に
か
え
て
-
あ
る
ア
イ
ヌ
絵
の
解
釈
｣
(図

一
､
図
版
編
二
二
三
～
二

二
五
頁
)
に
お
い
て
は
､
ア
イ
ヌ
絵
を
見
る
際
の
心
構
え
と
し
て
､
描
か
れ
た
対
象

が
異
文
化
の
場
合
､
そ
の
最
低
限
の
文
化
理
解
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
戒
め
を
込
め

て
指
摘
さ
れ
る
｡
こ
こ
で
の
指
摘
か
ら
は
佐
々
木
氏
の
ア
イ
ヌ
の
民
族
文
化
に
対
す

る
非
常
に
真
筆
な
姿
勢
が
窺
え
る
｡

以
下
が
本
論
で
あ
る
が
､
序
編

｢ア
イ
ヌ
絵
と
い
う
概
念
｣
に
お
い
て
は
､
ア
イ

ヌ
絵
か
ら
は
そ
れ
を
描
い
た
人
々
の
ア
イ
ヌ
観
が
窺
い
知
れ
る
こ
と
､
ア
イ
ヌ
絵
が

｢ア
イ
ヌ
史
｣
叙
述
の
基
礎
と
な
る
ア
イ
ヌ
民
族
誌
記
述
の
た
め
の
好
資
料
と
な
る

可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
､
ア
イ
ヌ
絵
が
如
何
な
る
も
の
な
の

か
が
定
義
づ
け
ら
れ
る
｡

第

一
章

｢ア
イ
ヌ
絵
の
概
念
｣
で
は
､
ア
イ
ヌ
絵
は
ア
イ
ヌ
の
民
族
芸
術
で
は
な

い
と
し
た
上
で
広

･
狭
二
義
の
ア
イ
ヌ
絵
概
念
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
る
｡
広
義
の
ア

イ
ヌ
絵
と
は
蝦
夷
､
ア
イ
ヌ
､
そ
の
周
辺
の
北
方
諸
民
族
を
含
み
､
そ
れ
ら
が
描
か

れ
て
い
る
も
の
で
､
制
作
年
代
や
画
題
な
ど
の
制
約

一
切
を
設
け
ず
､
従
来
の
ア
イ

ヌ
絵
研
究
の
対
象
と
な
る
作
品
群
で
あ
る
と
い
う
｡
ま
た
､
狭
義
の
ア
イ
ヌ
絵
と
は

日
本
史
の
近
世

(厳
密
に
は
ア
イ
ヌ
絵
師
平
沢
犀
山
の
死

(明
治
九
年

(
一
八
七
六
))
を

下
限
と
す
る
)
を
制
作
年
期
と
し
て
､
ア
イ
ヌ
の
生
活
､
風
俗
､
文
化
を
描
出
す
る

内
容
を
持
ち
､
シ
ャ
モ

(佐
々
木
氏
は
ア
イ
ヌ
語
母
語
者

(そ
の
自
称
が

｢ア
イ
ヌ
｣)
に

対
す
る
日
本
語
母
語
者
の
呼
称
と
し
て
'
従
来
使
用
さ
れ
て
い
る

｢和
人
｣
は
広
く
日
本
列

島
に
居
住
す
る
人
々
を
指
す
用
語
で
は
な
い
こ
と
､
日
本
語
母
語
者
は

｢ワ
ジ
ン
｣
と
自
称

し
な
い
こ
と

(佐
々
木
氏
は
日
本
語
母
語
者
が
民
族
自
称
を
持
っ
て
い
な
い
と
も
指
摘
し
て

い
る
)､
正
保
三
年

(
一
六
四
六
)
成
立
の

｢新
羅
之
記
録
｣
で
日
本
語
母
語
者
を
指
し
て

｢者
某
｣
の
語
が
使
用
さ
れ
る
な
ど

｢シ
ャ
モ
｣
が
古
く
か
ら
多
く
の
古
記
録
で
用
い
ら
れ

る
言
葉
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら

｢シ
ャ
モ
｣
を
使
用
し
て
い
る
｡
本
稿
で
は

｢書
評
と
紹

介
｣
と
い
う
性
格
上
､
以
下
､
佐
々
木
氏
の
用
語
に
従
っ
て
日
本
語
母
語
者
の
呼
称
に

｢シ

ャ
モ
｣
を
使
用
す
る
)
が
描
い
た
も
の
と
定
義
す
る

(但
し
､
佐
々
木
氏
は
版
画
･
版
本

類
を
大
量
の
流
布
を
目
的
と
し
､
ア
イ
ヌ
の
文
化
を
正
視
す
る
視
点
に
欠
け
'
ア
イ
ヌ
民
族

誌
の
記
述
に
益
し
な
い
も
の
と
し
て
､
狭
義
の
ア
イ
ヌ
絵
概
念
に
含
め
て
い
な
い
)0

第
二
章

｢
ア
イ
ヌ
絵
の
世
界
｣
(図
二
､
図
版
編
二
二
六
～
二
四
一
頁
)
で
は
､
実
際

に
狭
義
の
概
念
に
属
す
る
ア
イ
ヌ
絵
を
用
い
て
､
描
か
れ
た
当
時
の
ア
イ
ヌ
の
日
常

生
活
や
場
所
請
負
制
下
の
運
上
屋

(会
所
)
で
の
ア
イ
ヌ
労
働
の
在
り
方
に
つ
い
て

復
元
的
考
察
が
な
さ
れ
る
｡
ア
イ
ヌ
民
族
誌
を
記
述
す
る
た
め
の
ア
イ
ヌ
絵
の
資
料

と
し
て
の
可
能
性
が
論
証
さ
れ
'
佐
々
木
氏
の
方
法
論
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

第

一
編

｢蝦
夷
の
イ
メ
ー
ジ
｣
に
お
い
て
は
､
広
義
の
ア
イ
ヌ
絵
作
品
群
を
用
い

て
､
シ
ャ
モ
が
数
少
な
い
情
報
か
ら
捉
え
た
異
文
化
世
界
に
生
き
る
人
々
の
イ
メ
1

ジ
に
つ
い
て
考
察
が
行
わ
れ
る
｡

第

一
章

｢聖
徳
太
子
伝
説
と
蝦
夷
｣
(図
四
'
図
版
編
二
四
I
T
二
五
四
頁
)
で
は
､

ま
ず
､
数
種
の

｢聖
徳
太
子
絵
伝
｣
の
書
誌
的
考
察
が
行
わ
れ
る
｡
そ
の
上
で
､
研

究
史
上
の
､
元
亨
三
年

(
二
二
二
三
)
頃
成
立
の
茨
城
県
上
官
寺
本
が
蝦
夷
を
描
い

た
最
古
の
も
の
で
あ
り
､
そ
こ
に
は
ア
イ
ヌ
の
特
徴
が
数
多
く
認
め
ら
れ
る
と
い
う

言
説
に
対
し
て
､
佐
々
木
氏
は

｢聖
徳
太
子
絵
伝
｣
最
古
の
蝦
夷
描
写
は
延
久
元
年

(
一
〇
六
九
)
の
東
京
国
立
博
物
館
本
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
そ
し
て
'
描
か

れ
た
蝦
夷
の
詳
細
な
観
察
の
結
果
､
蝦
夷
は
周
囲
に
描
か
れ
る
人
々
と
は
明
ら
か
に
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異
な
る
姿
を
し
て
お
り
'
当
時
の
蝦
夷
は
異
俗
の
人
々
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と

述
べ
る
｡
ま
た
'
鎌
倉
期
以
降
の
作
品
群
の
比
較
検
討
'
分
析
か
ら
全
体
的
に
ア
イ

ヌ
の
特
徴
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
'
こ
れ
ら
の
作
品
群
の
う
ち
元
亨
四
年

(
二
二

二
四
)
の
詞
書
を
持
つ
旧
堂
本
家
本
の
蝦
夷
の
姿
は
ア
イ
ヌ
と
い
え
る
と
結
論
し
て

い
る
｡

第
二
章

｢坂
上
田
村
麿
伝
説
と
蝦
夷
-

『
清
水
寺
縁
起
』
に
よ
る
-

｣
(図
五
㌧
図

版
編
二
五
五
～
二
五
七
頁
)
で
は
'
清
水
寺
と
そ
の
創
建
に
関
わ

っ
た
坂
上
田
村
麿
を

画
題
と
し
た
'
永
正
十
四
年

(
l
五
1
七
)
成
立
の

｢清
水
寺
縁
起
｣
の
詞
書
と
田

村
麿
伝
説
の
中
心
と
な
る
蝦
夷
征
伐
に
描
か
れ
た
蝦
夷
の
分
析
が
行
わ
れ
る
｡
そ
し

て
'
こ
こ
に
描
出
さ
れ
た
蝦
夷
は

｢鬼
｣
二
邪
気
｣
=
仏
敵
に
仮
託
さ
れ
た
イ
メ
ー

ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
結
論
す
る
｡
ま
た
､
こ
の
作
品
が

｢蒙
古
襲
来
絵
詞
｣

(十
三
世
紀
末
成
立
)
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡

第
二
編

｢描
か
れ
た
ア
イ
ヌ
の
世
界
｣
に
お
い
て
は
'
主
と
し
て
'
狭
義
の
概
念

に
属
す
る
ア
イ
ヌ
絵
を
用
い
て
'
ア
イ
ヌ
文
化
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
本
書
の
主

要
課
題
が
六
章
に
わ
た

っ
て
論
ぜ
ら
れ
る
｡

第

一
章

｢蛎
崎
波
響
と

『
東
武
画
像
』
｣
(図
六
'
図
版
編
二
五
八
～
二
六
一
頁
)
で

は
'
｢夷
酋
列
像
｣
(寛
政
二
年

(
一
七
九
〇
)
成
立
)
の
作
者
､
蛎
崎
波
響
の
波
響
銘

で
の
最
初
期
作
品
で
あ
る

｢東
武
画
像
｣
(天
明
三
年

二

七
八
三
)
成
立
)
を
考
察

対
象
と
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
作
品
が
波
響
自
筆
作
品
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し

て
'
｢東
武
｣
と
い
う
実
在
の
ア
イ
ヌ
男
性
を
写
生
技
法
に
よ

っ
て
写
実
的
に
描
い

た
も
の
と
指
摘
し
'
十
八
世
紀
末
の
ア
イ
ヌ
の
風
貌
を
確
実
に
後
世
に
伝
え
た
も
の

と
評
価
す
る
｡

第
二
章

｢秦
椿
麿
と
ア
イ
ヌ
｣
(図
七
'
図
版
編
二
六
二
～
二
七
八
頁
)
で
は
､
秦
棲

麿
の

｢蝦
夷
島
奇
観
｣
を
主
要
な
考
察
対
象
と
し
て
い
る
｡
こ
の
作
品
は
当
時
の
ア

イ
ヌ
文
化
､
社
会
を
知
る
上
で
高
い
資
料
的
価
値
を
持

つ
と
さ
れ
､
実
際
､
ア
イ
ヌ

文
化
研
究
で
も
多
用
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
｡
佐
々
木
氏
は
'
こ
の
作
品
の
多
く
の
類

本
を
比
較
検
討
し
て
東
京
国
立
博
物
館
本

(旧
堀
田
家
本
)
が
榛
麿
自
筆
本
で
'
寛

政
十
二
年

(
一
八
〇
〇
)
の
成
立
あ
る
と
指
摘
す
る
｡
ま
た
､
棲
麿
自
筆
の
諸
本
を

紹
介
し
'
描
か
れ
た

｢熊
祭
｣
'
｢温
胴
肺
猟
｣
を
分
析
し
て
'
櫨
麿
作
品
の
資
料
と

し
て
の
有
用
性
を
評
価
し
て
い
る
｡

第
三
章

｢村
上
貞
助
､
F

･
シ
ー
ボ
ル
ト
と
ア
イ
ヌ
風
俗
｣
(図
八
'
図
版
編
二
七

九

～
三
二
〇
頁
)

で
は
'
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件

(文
政

二

年

(
一
八
二
八
))
に
際
し
て

長
崎
奉
行
所
が
没
収
し
た

｢樺
太
風
俗
図
｣
(文
政

〓

年
頃
の
成
立
か
)
を
主
要
な

考
察
対
象
と
し
て
い
る
｡
こ
の
作
品
は
カ
ラ
フ
ト
南
部
の
ア
イ
ヌ
'
北
部
の
ウ
イ
ル

タ
'

ニ
ブ
フ
'
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
の
諸
民
族
の
生
活
､
風
俗
'
文
化
を
伝
え
た
広

義
の
ア
イ
ヌ
絵
で
あ
る
｡
佐
々
木
氏
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
'
作
者
が
川
原
慶
賀
で

あ
る
こ
と
'
間
宮
林
蔵
述

･
村
上
貞
助
筆
録

｢北
夷
分
界
余
話
｣
､
｢東
熊
地
方
紀

行
｣
(文
化
七
年

(
一
八
一
〇
)
成
立
'
文
化
八
年

(
一
八
二

)
浄
書
の
上
､
幕
府
へ
献

上
)
の
模
写
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
ま
た
'
｢樺
太
風
俗
図
｣
の
底
本
と

さ
れ
て
き
た

｢北
夷
分
界
余
話
｣
の
初
稿
本
で
あ
る

｢北
蝦
夷
地
部
｣
に
つ
い
て
も

分
析
し
て
､
こ
れ
が
村
上
貞
助
自
筆
本
で
あ
り
'
文
化
八
年
以
前
の
成
立
と
指
摘
し

た
上
で
'
｢樺
太
風
俗
図
｣
の
底
本
と
は
い
え
な
い
が
'
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る

と
結
論
づ
け
る
｡
更
に
､
｢樺
太
風
俗
図
｣
の
各
々
の
画
面
下
部
に
付
さ
れ
た
シ
ー

ボ
ル
ト
自
身
の
説
明
書
き
を
分
析
し
て
'
シ
ー
ボ
ル
ト
の
北
方
諸
民
族
文
化
に
対
す

る
認
識
の
有
り
様
に
も
付
言
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
｢樺
太
風
俗
図
｣
は
第

一
次
資

料
で
は
な
い
が
､
｢北
夷
分
界
余
話
｣
と
対
比
す
る
こ
と
で
十
九
世
紀
初
頭
の
ア
イ
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ヌ
と
周
辺
諸
民
族
の
文
化
を
復
元
で
き
る
有
効
な
資
料
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
｡

第
四
章

｢松
浦
武
四
郎
と
ア
イ
ヌ
ー

『
蝦
夷
漫
画
』
の
世
界
-

｣
(図
九
､
図
版
編

三
二
一
～
三
三
一
頁
)
で
は
､
狭
義
の
ア
イ
ヌ
絵
概
念
に
含
ま
れ
な
い
版
画

･
版
本

類
か
ら
松
浦
武
四
郎
の

｢蝦
夷
漫
画
｣
(安
政
六
年

二

八
五
九
)
出
版
)
を
と
り
あ

げ
､
翻
刻

･
解
説
が
施
さ
れ
考
察
が
な
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
作
品
が

｢蝦
夷
島

奇
観
｣
な
ど
の
秦
櫨
麿
作
品
を
基
に
武
四
郎
自
身
の
知
見
を
加
え
て
成
立
し
た
も
の

と
結
論
す
る
o
L
か
し
､
佐
々
木
氏
は
武
四
郎
の
知
見
に
よ
る
記
述
以
外
は
武
四
郎

が
基
に
し
た
棲
麿
の
版
本
に
穏
麿
の
手
を
離
れ
た
後
の
版
本
製
作
の
過
程
で
誤
り
が

生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
､
そ
の
引
用
に
は
注
意
を
要
す
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
序
編
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
版
画

･
版
本
の

不
確
実
性
が
論
証
さ
れ
て
い
る
｡

第
五
章

｢平
沢
犀
山
と
ア
イ
ヌ
｣
(図
一
〇
､
図
版
編
三
三
二
～
三
五
二
頁
)
は
､
狭

義
の
ア
イ
ヌ
絵
概
念
下
限
期
の
作
家
､
平
沢
犀
山
研
究
と
な
っ
て
い
る
｡
犀
山
の
作

品
は
､
そ
の
正
確
性
､
ア
イ
ヌ
文
化
研
究
の
資
料
と
し
て
の
有
用
性
が
ア
イ
ヌ
民
族

学
の
立
場
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
佐
々
木
氏
に

よ
れ
ば
､
犀
山
は
謎
の
多
い
人
物
で
あ
り
'
閲
歴
､
｢犀
山
｣
号
の
読
み
方
も
明
ら

か
で
は
な
く
､
自
ら
の
作
品
に
年
記
を
施
す
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
､
そ

の
画
業
を
研
究
す
る
こ
と
も
困
華
で
あ
る
と
い
う
O
佐
々
木
氏
は
､
ま
ず
､
犀
山
の

閲
歴
を
追
究

･
整
理
し
､
次
に
そ
の
作
品

｢蝦
夷
風
俗
十
二
カ
月
図
｣
を
と
り
あ
げ

て
考
察
を
行

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
分
蔵
さ
れ
て
い
る
天
理
大
学
付
属
図
書
館
本
､

市
立
函
館
博
物
館
本
､
岩
手
県
大
迫
町
本
が
本
来
は

一
具
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
'

制
作
年
代
が
明
治
四
～
九
年

二

八
七
一
～
七
六
)
で
あ
る
こ
と
を
結
論
づ
け
､
こ

の
作
品
は
犀
山
が
自
己
の
画
業
の
全
て
を
注
入
し
た
代
表
作
で
あ
る
と
評
価
す
る
｡

ま
た
､
海
外
で
所
蔵
さ
れ
る
犀
山
の
在
記
年
銘
作
品
十
点
や
大
英
博
物
館
で
佐
々
木

氏
が
発
見
し
た
粉
本
七
点
を
紹
介
し
て
､
こ
れ
ら
を
今
後
の
犀
山
研
究
に
益
す
る
餐

料

(特
に
前
者
は
基
準
作
)
と
し
て
評
価
し
て
い
る
｡

第
六
章

｢富
岡
鉄
斎
と
ア
イ
ヌ
ー

近
代
ア
イ
ヌ
絵
の
萌
芽
-
｣
(図
二

､
図
版
編

三
五
三
～
三
五
四
頁
)
で
は
､
狭
義
の
ア
イ
ヌ
絵
概
念
に
含
ま
れ
な
い
近
代
の
作
家
､

富
岡
鉄
斎
の
ア
イ
ヌ
を
画
題
と
し
た
数
多
く
の
作
品
か
ら

｢旧
蝦
夷
風
俗
図
犀
風
｣

(明
治
二
十
九
年

二

八
九
六
)
成
立
)
を
主
要
な
対
象
と
し
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
｡

そ
し
て
､
研
究
史
上
､
鉄
斎
の
ア
イ
ヌ
絵
作
品
が
実
際
の
調
査
に
基
づ
く
作
品
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
､
佐
々
木
氏
は
､
鉄
斎
作
品
は
ア
イ
ヌ
を

｢人
と
し
て
と

ら
え
た
作
品
｣
と
評
価
し
な
が
ら
も
､
そ
の
北
海
道
行
の
行
程
を
分
析
し
て
､
そ
れ

は
実
際
の
観
察
記
録
で
は
な
く
､
全
て
何
ら
か
の
典
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
描

摘
し
て
い
る
｡
ま
た
､
こ
の
こ
と
か
ら
鉄
斎
作
品
は
ア
イ
ヌ
民
族
誌
の
資
料
と
し
て

は
使
用
で
き
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
｡

筆
者
が
紹
介
し
て
き
た
内
容
に
は
筆
者
自
身
の
無
知
､
誤
読
に
よ
る
佐
々
木
氏
の

考
察
'
論
述

へ
の
誤
解
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
､
佐
々
木
氏
に
非
礼
を
重
ね
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
最
後
に
通
読
し
て
の
感
想
を
述
べ
て
拙
文
を
終
え
た
い
｡

佐
々
木
氏
は
本
書
の
な
か
で
､
ア
イ
ヌ
絵
が
ア
イ
ヌ
自
ら
の
芸
術
作
品
で
は
な
く
､

シ
ャ
モ
の
偏
見
'
無
知
､
差
別
観
な
ど
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
風
俗
描
写
で
あ
る

こ
と
､
し
か
し
､
非
文
字
社
会
で
あ
っ
た
ア
イ
ヌ
の
歴
史
を
語
る
た
め
に
は
､
そ
の

時
代
ご
と
の
確
実
な
民
族
誌
を
記
述
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
必
要
性
が
あ
り
､
ア
イ

ヌ
絵
作
品
群
が
､
描
か
れ
た
当
時
の
ア
イ
ヌ
の
生
活
､
風
俗
､
文
化
を
窺
い
知
る
た

め
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
ア
イ
ヌ
絵
作

品
群
か
ら
そ
れ
ら
が
秘
め
る
豊
か
な
内
容
を
読
み
取
る
た
め
に
は
'
あ
ら
ゆ
る
角
皮
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か
ら
の
ア
イ
ヌ
知
識
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
指
摘
は
､

ア
イ
ヌ
の
民
族
文
化
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
研
究
し
､
紹
介
す
る
こ
と
を
実
践
し
て

き
た
佐
々
木
氏
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
り
'
そ
の
強
調
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
は
､
ア

イ
ヌ
文
化
に
関
心
を
持
つ
者
に
と
っ
て
､
深
く
て
重
い
も
の
で
あ
る
｡

佐
々
木
氏
は
､
ま
た
､
ア
イ
ヌ
の
歴
史
叙
述
の
基
礎
と
な
る
ア
イ
ヌ
民
族
誌
構
築

の
第

一
の
作
業
と
し
て
､
ア
イ
ヌ
絵
に
措
か
れ
た
な
か
か
ら

｢確
か
な
も
の
｣
を
見

出
す
こ
と
'
第
二
の
作
業
と
し
て
､
そ
れ
ら
の
分
析
を
進
め
､
あ
る
時
期
に
お
け
る

精
度
の
高
い
民
族
誌
を
記
述
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
に
関
し
て
'
ま
ず
､
ア
イ
ヌ
絵
に
描
か
れ
た
な
か
か
ら

｢確
か
な
も

の
｣
を
見
出
す
た
め
に
な
さ
れ
た
各
ア
イ
ヌ
絵
作
品
の
書
誌
的
な
考
察
､
比
較
分
析

の
実
証
的
手
法
は
絵
画
資
料
論
と
し
て
も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
､

各
ア
イ
ヌ
絵
作
品
に
付
さ
れ
た
解
説
も
充
実
し
た
内
容
と
な

っ
て
い
る
｡
次
に
'
第

二
の
作
業
で
あ
る
が
､
ア
イ
ヌ
絵
の
細
部
に
わ
た
る
分
析
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た

｢確
か
な
も
の
｣
に
つ
い
て
も
具
体
的
､
且
つ
要
を
得
た
明
噺
な
解
説
が
施
さ
れ
て

お
り
理
解
が
し
易
い
点
､
非
常
に
有
り
難
か
っ
た
｡
た
だ
､
第

一
の
作
業
上
必
要
な

手
続
き
の
方
に
行
論
の
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
､
読
者
と
し
て
は
そ

ち
ら
に
目
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
｡
こ
れ
は
､
決
し
て

｢確
か
な
も
の
｣
の
分
析
､
説
明
が
不
充
分
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
､

例
え
ば
､
描
か
れ
た
ア
イ
ヌ
の
生
業

･
技
術
､
容
姿

･
身
振
り
､
諸
道
具
な
ど
に
つ

い
て
'
図
版
編
に
豊
富
に
収
載
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
絵
相
互
を
比
較
考
察
し
て
､
そ
れ
ら

の
持

つ

｢
ア
イ
ヌ
史
｣
的

･
｢ア
イ
ヌ
文
化
史
｣
的
意
義
な
ど
に
つ
い
て
､
よ
り
多

く
の
言
及
を
施
し
た

一
編
が
設
け
ら
れ
た
な
ら
､
更
に
有
り
難
か
っ
た
と
い
う
意
咲

で
あ
る
｡
或
い
は
､
こ
の
点
､
佐

々
木
氏
は
本
書
に
お
い
て
は
ア
イ
ヌ
絵
研
究
で

｢確
か
な
も
の
｣
の
抽
出
と
分
析
や
そ
の
方
法
論
の
提
示
に
焦
点
を
絞
り
､
ア
イ
ヌ

民
族
誌
記
述
は
前
著

『
ア
イ
ヌ
文
化
誌
ノ
ー
ト
』
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

一
二
八

(吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
一
年
)
に
お
い
て
意
図
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ず
､
両
論
著

を
併
読
す
る
こ
と
で
ア
イ
ヌ
文
化
理
解
は
更
に
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

図
版
編
は
こ
れ
だ
け
で
､

一
つ
の
ア
イ
ヌ
絵
画
集
に
な
る
ほ
ど
の
豊
富
さ
で
あ
る
｡

た
だ
､
本
書
を
用
い
る
際
の
利
便
性
の
た
め
に
'
本
編
と
図
版
編
を
分
冊
に
し
た
方

が
よ
い
よ
う
に
思

っ
た
｡
ま
た
､
本
編
の
文
章
に
少
々
誤
植
が
目
立

つ
こ
と
､
図
版

編
に

｢図
三
｣
が
存
在
し
な
い
こ
と
や

｢図
九
｣
の
な
か
の
図
像
に
プ
レ
が
あ
る
の

は
惜
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
こ
れ
ら
の
こ
と
は
本
書
の
価
値
を
減
ず
る
も

の
で
は
な
い
｡

今
後
'
佐
々
木
氏
が
本
書
で
示
し
た
方
法
論
を
基
に
'
よ
り
多
く
の
ア
イ
ヌ
絵
研

究
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
し
た
成
果
を
集
約
し
て
､
例
え
ば
､
ア
イ

ヌ
絵
ご
と
に
全
体
図
と
分
割
図
に
分
け
､
全
体
図
に
お
い
て
は
背
景
の
な
か
に
ア
イ

ヌ
の
生
活
､
風
俗
､
文
化
が
窺
え
る
よ
う
に
し
'
分
割
図
で
そ
の
詳
細
が
知
れ
る
よ

う
に
し
て
､
更
に
'
双
方
に
共
通
番
号
､
解
説
を
付
し
､
巻
末
に
住
居

･
施
設
､
衣

食
､
生
業

･
技
術
､
交
易

･
交
易
品
､
容
姿

･
身
振
り
､
信
仰

･
儀
礼
､
娯
楽

･
遊

戯
､
子
供
の
世
界
な
ど
項
目
別
に
分
類
配
列
し
た
索
引
な
ど
を
設
け
た

｢ア
イ
ヌ
風

俗
､
文
化
絵
引
｣
の
よ
う
な
成
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
､
そ
し
て
何
よ
り
､
本
書
が
ア

イ
ヌ
民
族
誌
の
記
述
､
ア
イ
ヌ
の
歴
史
叙
述

へ
向
け
て
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
望
み
た
い
｡

(B
5
判
､
三
六
五
頁
､
草
風
館
､
二
〇
〇
四
年
二
月
刊
､

一
五
〇
〇
〇
円
)

(
い
ち
げ

･
も
と
ゆ
き

弘
前
大
学
大
学
院
地
域
社
会
研
究
科
後
期
博
士
課
程
)
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