
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
至
る
経
過
と

日
本
北
方
史
研
究
に
関
す
る
若
干
の
問
題

長
谷
川

成

一

12

一

シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
開
催

に
至
る
経
過

一
九
八
六
年
七
月
の
函
館

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
終
了
し
て
か
ら
､
わ
れ
わ
れ
北
海
道

･
東
北
史
研
究
会
は
､

次
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
向
け
て
次
の
三
点
に
わ
た
る
取
組
を
実
施
し
た
｡

1
､

一
九
八
六
年

一
二
月
､
次
期

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
む
け
て
､
弘
前
市
に
お
い
て
協
議

の
機
会

を
も
ち
､
弘
前

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
を
結
成
し
た
｡
実
行
委
員
会
は
､
北
海
道
地
区
｣ハ
名
､
弘
前

地
区
五
名
､
仙
台
地
区

一
〇
名
､
東
京
地
区
六
名
の
計
二
七
名
の
研
究
者
で
も

っ
て
構
成
し
出
発
し
た
｡

な
お
代
表
は
田
端
宏
､
顧
問
は
大
石
直
正

･
榎
森
進
､
実
行
委
員
長
は
長
谷
川
成

一
､
東
京
事
務
局
の
局

長
は
波
川
健
治
の
各
氏
に
決
定
し
た
｡
な
お
開
催
地
の
弘
前
地
区
は
､
長
谷
川
成

一
､
斉
藤
利
男
､
小
口

雅
史
､
福
井
敏
隆
､
河
西
英
通
の
各
氏
で
構
成
し
た
｡
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こ
の
後
､

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
に
賛
同
し
､
運
営
に
ご
協
力

い
た
だ
い
た
研
究
者
を
順
次
実
行
委
員

に
委
嘱
し
た
｡
こ
れ
ら
の
委
員
を
も

っ
て
､
開
催

に
向
け
て
の
事
務
協
議
を
数
回
に
わ
た

っ
て
実
施
し
た
｡

ま
た
弘
前

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
つ
い
て
は
弘
前
市

の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
､

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

主
催
は
北
海
道

･
東
北
史
研
究
会
､
共
催
は
弘
前
市

･
弘
前
市
教
育
委
員
会
と
し
た
｡

2
､
弘
前

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

に
向
け
て
､
予
備

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
研
究
会
を
左
記
の
よ
-
に
開
催

し
､
研
究
発
表
と
意
見
の
交
換
を
お
こ
な

っ
た
｡
活
動

の
概
要
は
､
次

の
通
り
で
あ
る
｡

l
九
八
六
年

一
二
月

研
究
報
告

佐

々
木
利
和
氏

｢
ブ
ザ

ソ
ソ
ソ
本
夷
魯
列
像

に
つ
い
て
｣
(於

弘
前
市
)

*
弘
前
市
内
史
跡
を
見
学

一
九
八
七
年
四
月

研
究
報
告

斉
藤
利
男
氏

｢
北
方
史
研
究

に
お
け
る
若
干
の
問
題
占
ご

(於

青
森
市
)

*
青
森
県
立
郷
土
館
を
見
学

一
九
八
七
年
七
月

講

演

研
究
報
告

白
老
予
備

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

(於
北
海
道
白
老
郡
白
老
町
)

田
端
宏
氏

『幕
末

の
蝦
夷
地
』

天
野
哲
也
氏

｢
北
方
考
古
学

の
諸
問
題
-

考
古
学
か
ら
見
た
蝦
夷
-

｣

菅
野
文
夫
氏

｢
八

〇
年
代

の
北
方
中
世
史
-

論
点
整
理
の
試
み
-

｣

長
谷
川
伸
三
氏

｢
幕
末
期
西
蝦
夷
地
高
島
場
所
に
お
け
る
現
地
労
働
力

の
存

在
形
態
｣

I3



H
m那挺
酢髪
毒
｡実重

要
等
墓

*
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
の
特
別
展

･
北
方
少
数
民
族
展
を
見
学

一
九
八
七
年

二

一月

研
究
報
告

入
間
田
宣
夫
氏

｢貴
種
流
離
苦
と
北
辺
の
領
主
達
｣
(於
弘
前

市
)

全
体
と
し
て
､
予
備

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
研
究
会
に
お
い
て
は
､
前
近
代
北
方
地
域
に
お
け
る
研
究
史
の

洗
い
直
し
と
そ
の
研
究
成
果
の
再
吟
味
を
行
い
､
新
た
な
視
点
を
模
索
し
た
｡

3
､
函
館

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
と
し
て
､

一
九
八
八
年
五
月

『北
か
ら
の
日
本
史
』
を
三
省
堂
よ
り

刊
行
し
た
｡
同
書
に
つ
い
て
は
､
村
井
章
介
氏
が

『
日
本
史
研
究
』
三

一
九

(
一
九
八
九
)
の

｢書
評
と

紹
介
｣
に
お
い
て
内
容
を
詳
細
に
紹
介
し
て
お
り
､
参
照
さ
れ
た
い
｡

Ⅰ4

二

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
テ
ー

マ
と
問
題
点

予
備

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
研
究
会
に
お
け
る
､
実
行
委
員
相
互
の
討
論
の
過
程
で
､
わ
れ
わ
れ
は
次
に
述

べ
る
い
ろ
い
ろ
な
反
省
､
並
び
に
研
究
史
の
な
か
で
打
開
す
べ
き
課
題
や
問
題
関
心
を
共
有
す
る
に
い
た

っ
た
｡

ま
ず
第

一
に
､
わ
れ
わ
れ
が

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー

マ
に
掲
げ
､
課
題
と
す
る
こ
と
は
､
ま
さ
に
今
日

的
な
関
心
に
直
結
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
｡

い
わ
ゆ
る

｢
し
ょ
っ
ぱ

い
川
｣
津
軽
海
峡
を
さ
し
は
さ
ん
だ
両

地
域
の
交
流
-

現
代
で
は
青
函
交
流
圏
と
称
し
て
い
る
が
t

の
実
態
掌
握
を
図
-
､
そ
の
歴
史
像
は
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い
か
な
る
性
格
を
も

つ
も
の
で
あ
る
の
か
を
見
極
め
る
｡

第
二
に
､

い
ろ
い
ろ
と
議
論
を
よ
ん
だ
､
元
首
相
中
曽
根
発
言
に
見
え
る
根
強

い
単

一
民
族
国
家
論
の

克
服
は
い
か
に
し
て
成
す
べ
き
か
｡
こ
の
よ
-
な
問
題
自
身
は
､
ま
さ
に
今
日
的
な
課
題
と
し
て
わ
れ
わ

れ
が
真
筆
に
受
け
止
め
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
と
同
時

に
､
研
究
者
の
側
か
ら
も
学
問
的
に
積
極
的
な
取
り

組
み
が
な
さ
れ
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

第
三
に
､
函
館

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
反
省
点
と
し
て
は
､
｢北
か
ら
の
｣
と
い
-
表
題
を
掲
げ
た

も
の
の
､
実
は
中
央
か
ら
北
を
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
､
し
か
も

｢民
族
｣
を
テ
ー

マ
の

1
つ
に
掲
げ

た
に
も
関
わ
ら
ず
､
そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
こ
と
､
ま
た
考
古
学
等
を
含

ん
だ
学
際
的
な
視
角
を
持
ち
得
な
か

っ
た
こ
と
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
ら
の
点
を
次
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い

て
深
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
､
等
の
認
識
に
至

っ
た
｡

こ
れ
ら
の
反
省
と
問
題
関
心
の
な
か
で
､
弘
前

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
主
と
し
て
議
論
を
し
た
い
と

考
え
た
論
点
は
､
次
の
三
点
で
あ

っ
た
｡

①

一
九
八
八
年
三
月
に
津
軽
海
峡
線
が
開
通
し
､
本
州
と
北
海
道
は
-
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
実
質
的
に
は

地
続
き
に
な

っ
た
｡
青
森

･
函
館
両
地
域
に
お
い
て
は
､
青
函
交
流
圏
構
想
が
盛
ん
に
論
議
さ
れ
､
現
在

も
継
続
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
新
た
に
形
成
さ
れ
た
現
代
的
な
関
心
も
踏
ま
え
て
､
前
近
代
に
お
け
る

蝦
夷
地
と
北
東
北
地
方
の
交
流
を
､
た
だ
た
ん
に
交
易

･
交
通
と
い
-
問
題
に
限
定
し
て
し
ま
-
の
で
は

な
-
､
広

い
意
味
で
の
交
通

･
交
流
体
系
に
視
野
を
拡
大
し
て
再
掌
握
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡

換
言
す
れ
ば
､
｢
ひ
と

･
も
の

･
情
報
｣
と
い
-
観
点
か
ら
前
近
代
に
お
け
る
北
方
地
域

の
交
流
の
あ
り

IB



か
た
を
､
多
角
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
｡

②
前
述
の
交
流
の
問
題
を
踏
ま
え
て
地
域
の
人
々
､
国
家
の
辺
竜
に
位
置
付
け
ら
れ
た
人
々
に
視
点
を

お
き
､
単

一
民
族
国
家
論
の
見
直
し
を
図
る
｡
そ
の
さ
い
に
異
民
族
問
題
は
､
古
代

･
中
世
の
蝦
頁
論
は

い
う
に
及
ば
ず
､
近
世
に
あ

っ
て
も
ア
イ
ヌ
民
族
の
問
題
が
近
世
国
家
論
を
考
え
る
上
で
回
避
で
き
な
い

問
題
で
あ
ろ
う
｡

③
前
近
代
に
お
け
る
蝦
夷
地

･
北
東
北
の
新
た
な
地
域
史
像
の
再
構
築
を
図
る
｡
両
地
域
を
統

一
的
に

と
ら
え
る
半
面
､
そ
の
地
域
の
独
自
性
と
地
域
的
特
質
を
検
討
し
､
中
央
か
ら
の
視
点
で
は
見
え
て
こ
な

い
地
域
史
像
を
構
築
し
､
ま
た
北
方
地
域
史
の
な
か
に
お
け
る
生
活
史
に
も
可
能
な
か
ぎ
り
目
配
り
を
し

て
み
た
い
｡
い
い
換
え
る
と
､
地
域
に
根
差
し
た

｢北
に
住
む
人
々
の
視
座
｣
を
重
視
し
た
地
城
史
像
の

再
構
築
を
図
り
､
ま
た
そ
の
よ
う
な
地
域
史
研
究
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
､
そ
の

手
掛
か
り
を
模
索
し
た
い
｡

以
上
に
掲
げ
た
問
題
関
心
に
基
づ
き
､
弘
前
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
次
の
よ
う
な
構
成
と
し
た
｡

経
過
報
告

･
問
題
提
起

長
谷
川
成

一

講

演

榎
森
進

『海
峡
を
は
さ
む
地
域
史
像
-

ひ
と

･
も
の
･
情
報
1

』

研
究
報
告

菊
池
俊
彦

｢
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
出
土
の
十
八
枚
の
寛
永
通
宝
｣

入
間
田
宣
夫

｢中
世
奥
北
の
自
己
認
識
｣

浅
倉
有
子

｢蝦
夷
認
識
の
形
成
｣

渡
辺

信

｢南
羽
と
蝦
夷
地
｣
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佐

々
木
利
和

｢
犬
祖
説
話
と
和
英
同
祖
論
の
展
開
｣

右
の
各
内
容
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
質
疑

･
討
論
に
つ
い
て
は
､
本
書
所
収
の
各
論
稿
を
ご
覧

い

た
だ
き
た
い
｡三

近
年

の
研
究
成
果
と
若
干

の
問
題
点

弘
前

シ
ン
ポ
･･･b
ウ
ム
開
催
に
至
る
経
過
と
､
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
掲
げ
た
各
テ
ー

マ
と
課
題
に
つ
い
て
は
､
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
､
ご
理
解

い
た
だ
け
た
と
思
わ
れ
る
｡

近
年
の
北
方
史
研
究
の
成
果

さ
て
近
年

に
お
け
る
北
方
地
域
史
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
､
紙
数
の
関

係
か
ら
簡
単
な
紹
介
に
と
ど
め
､
筆
者
な
り
の
整
理
を
試
み
る
こ
と
に

し
た
い
.
な
お
函
館

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た

l
九
八
六
年
の
時
点
ま
で
と
､

一
九
八
八
年
五
月
の

『北
か
ら
の
日
本
史
』
の
刊
行

に
至
る
時
期
ま
で
の
､
研
究
成
果
と
研
究
史
に
つ
い
て
は
､
榎
森
進
氏

の

同
書
に
み
え
る

｢研
究
史
の
整
理
｣
が
ま
こ
と
に
意
を
尽
-
し
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
の
で
､
お
お
む
ね

そ
れ
に
譲
り
是
非
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡
こ
こ
で
は
､
そ
れ
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
列
島
北
方
史
研
究

の
な
か
で
､
注
目
さ
れ
た
研
究
を
紹
介
し
た
い
｡
『北
か
ら
の
日
本
史
』
収
載

の
各
論
稿
に
つ
い
て
は
､

前
述
の
ご
と
く
村
井
氏
の
紹
介
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
｡

著
書

･
論
文
集

･
史
料
集
の
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
る
な
ら
は
､
ま
ず
第

一
に
､

一
九
八
七
年
を
中
心

Ⅰ7



と
し
て
刊
行
さ
れ
た

『日
本
の
社
会
史
』
(岩
波
書
店
)
に
収
載
さ
れ
た
北
方
史
に
関
す
る
各
論
文
が
特

qH

筆
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

(紙
数
の
関
係
上
､
収
錠
論
文
の
内
容
は
割
愛
す
る
)｡
そ
の
ほ
か
①
高
橋
富
雄
編

『東
北
古
代
史
の
研
究
』
(吉
川
弘
文
館
､

1
九
八
六
)
､
②
海
保
嶺
夫

『中
世
の
蝦
夷
地
』
(吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
七
)
､
③
榎
森
進

『日
本
民
衆
の
歴
史

ア
イ
ヌ
の
歴
史
』
(
三
省
堂
､

一
九
八
七
)
､
④
長
谷
川

成

一
編

『北
奥
地
域
史
の
研
究
』
(名
著
出
版
､

一
九
八
八
)
､
⑤
中
世
東
国
史
研
究
会
編

『中
世
東
国
史

の
研
究
』
(東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
八
八
)
､
⑥
佐
々
木
孝
二
編

『総
合
研
究

津
軽
十
三
湖
』
(北
方

新
社
､

1
九
八
八
)
､
⑦
山
田
秀
三
監
修

･
佐
々
木
利
和
編

『
ア
イ
ヌ
語
地
名
資
料
集
成

･
山
川
地
理
取

調
図
』
(草
風
館
､

一
九
八
八
)
が
あ
り
､
北
海
道

･
北
東
北
の
地
域
に
関
す
る
研
究
は
､
量
的
に
見
た

場
合
､
そ
の
蓄
積
は
他
地
域
と
比
較
し
て
､
決
し
て
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡

こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
と
､
古
代
中
世
の
東
国

･
東
北
史
に
関
し
て
は
､
前
記
①
と

⑤
に
あ

っ
て
､
他
地
域
の
追
随
を
許
さ
ぬ
豊
か
な
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
た
｡
両
書
は
､
こ
の
後
､
東
北

古
代

･
中
世
史
研
究
を
志
す
者
が
拠
る
べ
き
研
究
と
し
て
､
古
典
的
な
位
置
を
確
保
す
る
で
あ
ろ
う
し
､

ま
た
今
後
こ
れ
ら
の
研
究
が
ど
の
よ
う
に
大
成
す
る
の
か
､
筆
者
も
楽
し
み
に
し
て
い
る
｡
②
は
中
世
か

ら
近
世
に
至
る
蝦
夷
地

･
蝦
夷
に
関
す
る
概
念
の
変
化
を
明
快
に
跡
づ
け
､
中
世
蝦
夷
論
の

一
つ
の
到
達

点
を
示
し
て
い
る
｡
③
ほ
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
を
通
観
し
､
啓
蒙
的
な
記
述
な
が
ら
も
学
問
的
に
は
質
の

高
い
著
作
で
あ
り
､
同
じ
-
ア
イ
ヌ
民
族
の
地
名
を
扱
っ
た
⑦
は
､
従
来
入
手
困
難
で
あ

っ
た
ア
イ
ヌ
語

の
地
名
関
係
の
論
文
を
集
成
し
､
今
後
の
ア
イ
ヌ
民
族
史
研
究
の
入
門
的
な
役
割
を
期
待
で
き
る
｡
④
は

先
に
刊
行
し
た
津
軽
藩
研
究
の
視
野
を
北
奥
全
体
に
拡
大
し
て
､
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
同
地
域
の
各
問

一■
■一
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シンポジウム開催に至る経過と日本北方史研究に関する若干の問題

題
を
取
-
上
げ
る
｡
⑥
は
､
中
世
の
津
軽
安
藤
氏
が
拠

っ
た
と
い
わ
れ
る
津
軽
十
三
湖
に
つ
い
て
人
文

･

自
然
科
学
の
各
分
野
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
し
た
論
文
と
安
藤
氏
に
関
す
る
基
本
的
な
史
料
を
収
載
す
る
｡
こ

の
ほ
か
安
東
氏
に
関
し
て
は
､
七
宮
津
三

『津
軽
秋
田
安
東

一
族
』
(新
人
物
往
来
社
､

一
九
八
八
)
が

従
来
の
研
究
を
手
際
よ
く
ま
と
め
､
安
東
氏
研
究
の
広
が
-
を
感
じ
さ
せ
る
｡

右
に
掲
げ
た
著
作
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い

一
九
八
八
年
-
八
九
年
に
か
け
て
の
論
文
に
あ

っ
て
は
､
近

世
で
は
､
ア
イ
ヌ
民
族
論
､
奥
羽
仕
置
､
北
方
問
題
な
ど
に
関
す
る
研
究
が
目
に
つ
い
た
｡
紙
数
の
関
係

か
ら
'
各
論
文
の
内
容
に
わ
た
る
記
述
は
で
き
な
い
の
で
､
手
引
き
と
し
て
簡
単
に
執
筆
者
を
紹
介
し
て

お
く
｡
奥
羽
仕
置
に
関
し
て
は
､
西
沢
睦
郎

･
今
野
真

･
藤
木
久
志
な
ど
の
各
氏
に
よ
り
､
奥
羽
仕
置
に

関
す
る
新
史
料
の
紹
介
と
'
仕
置
の
過
程
の
再
構
成
か
ら
新
た
な
見
解
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
が
な

さ
れ
た
｡
北
方
問
題
で
は
江
戸
幕
府
の
蝦
夷
地
経
営
に
関
す
る
､
木
崎
良
平

･
榎
森
進

･
田
端
宏

･
川
上

淳
の
各
氏
の
論
稿
が
あ
り
､
ア
イ
ヌ
民
族
の
問
題
を
多
角
的
に
扱

っ
た
菊
池
勇
夫
氏
の

一
連
の
論
文
が
注

目
さ
れ
､
善
知
鳥
を
媒
介
に
し
て
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
北
奥
を
論
じ
た
浪
川
健
治
氏
の
論
文
が
あ

っ
た
｡

な
お
､
近
年
科
学
研
究
費
な
ど
に
よ
る
報
告
書
の
刊
行
も
行
わ
れ
て
お
り
､
『北
日
本
中
世
史
の
総
合

的
研
究
』
(東
北
大
学
文
学
部
)
､
『東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
正
統
意
識
の
研
究
』
(東
北
大
学
教
養
部
)
ー
『文

化
に
お
け
る

｢
北
｣
』
(弘
前
大
学
人
文
学
部
)
な
ど
､
こ
れ
ら
の
報
告
書
に
今
後
の
研
究
の
広
が
り
と
深

化
の
期
待
さ
れ
る
示
唆
的
な
論
稿
が
見
ら
れ
た
の
も
収
穫
で
あ

っ
た
｡
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日
本
北
方
史
研
究
の
若
干
の
問
題

近
年
の
国
家
論
に
注
目
し
た
場
合
､
前
記

『
日
本
の
社
会
史
』
の

編
目
構
成
に
見
る
よ
う
に
､
境
界

･
辺
境
か
ら
の
国
家
像
の
見
直

20

L
が
鮮
明
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
､
従
来
､
辺
境

･
境
界
と
見
な
さ
れ
た
地
域
か
ら
の
国
家
像
の
再
検
討
が

行
わ
れ
て
い
る
｡

ま
た
地
域
の
あ
り
か
た
に
目
を
転
じ
た
場
合
､
た
と
え
ば
前
記

『
日
本
の
社
会
史
-
』
所
収
の
大
石
直

正

｢東
国

･
東
北
の
自
立
と

『
日
本
国
E

に
あ

っ
て
､
古
代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
時
期
と
い
う

限
定
は
あ

っ
て
も
､
東
国

･
東
北
の
自
立
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ

る
｡
東
北
中
世
史
研
究
の
基
底
を
成
す
シ
ン
ポ
-
ズ
ム

(
こ
れ
自
体
は
､
東
北
中
世
史
を
理
解
す
る
上
で

有
効
な
方
法
論
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
)
を
克
服
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
よ
う
な
､
こ
､の
よ

-
な
地
域
史
像
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
は
､
今
後
､
前
述
し
た
当
該
地
域
の
地
域
史
像
の
再
構
築

と
い
う
課
題
を
考
察
す
る
上
か
ら
も
､
極
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
ろ
う
｡
と
り
わ
け
前
近
代
の
近
世

東
北
史
､
な
か
で
も
個
別
藩
政
史
の
枠
に
陥
り
が
ち
な
東
北
地
方
の
近
世
史
研
究
に
多
-
の
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
と
思
わ
れ
､
い
わ
ゆ
る

｢支
配
の
枠
組
み
｣
論
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
も
､
こ
の
よ
う
な
視
角
が
､

今
後
求
め
ら
れ
て
こ
よ
う
｡

民
族
に
つ
い
て
は
､
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
根
強
い
単

一
民
族
国
家
論
も
あ
わ
せ
た
､
ア
イ
ヌ
民
族
に

は
歴
史
が
な
い
等
の
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
が
､
な
お
現
在
の
研
究
状
況
等
に
つ
い
て
は
､
『北
か
ら
の

日
本
史
』
に
あ

っ
て
佐
々
木
利
和
氏
が

｢
ア
イ
ヌ
史
は
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
｣
と
い
う
刺
激
的
な
論
稿

を
執
筆
し
て
お
-
､
そ
の
な
か
に
問
題
点
が
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
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シンポジウム開催に至る経過 と日本北方史研究に関する若干の問題

以
上
の
よ
う
な
問
題
の
所
在
と
研
究
史
を
踏
ま
え
て
み
る
な
ら
ば
､
研
究
成
果
に
あ

っ
て
も
述
べ
た
よ

う
に
､
東
北
古
代

･
中
世
史
が
中
世
国
家
論
の
な
か
で
さ
ら
に
内
容
を
豊
か
に
し
て
い
-
よ
う
に
み
え
る

の
に
対
し
､
最
近
の
近
世
史
研
究

の
中
で
､
北
海
道

･
東
北
近
世
史
研
究
が
､
正
当

に

(良
-
も
悪
-

も
)
評
価
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
危
快
の
念
を
抱
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､

近
年
の

『史
学
雑
誌
』
第
五
号

｢
回
顧
と
展
望
｣
号
に
あ

っ
て
ー
蝦
夷
地

･
松
前
藩

･
ア
イ
ヌ
民
族
に
関

す
る
研
究
が
対
外
関
係
の
項
に
収
録
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
蝦
夷
地

･
松
前
藩

･
ア
イ
ヌ

民
族
の
問
題
は
近
世
国
家
固
有
の
問
題
な
の
で
あ
り
､
国
家
の
内
在
的
な
そ
れ
と
し
て
考
察
す
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
は
､
北
方
近
世
史
研
究
者
に
と

っ
て
は
自
明
の
事
柄
で
あ
る
｡

古
代

･
中
世
史
に
あ

っ
て
は
､
蝦
夷
問
題
は
蝦
夷
論
も
し
-
は
中
世
国
家
論
の
中
に
､
き
ち
ん
と
位
置

付
け
ら
れ
て
お
り
､
ま
た
東

ア
･･･)
ア
外
交
史
の
な
か
に
あ

っ
て
外
交
問
題
と
の
絡
み
の
な
か
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
点
で
近
世
に
あ

っ
て
も
オ
ラ
ン
ダ
や
朝
鮮
国
､
中
国
な
ど
対
清
外
交
の
関
連
で
き
ち

ん
と
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
､
問
題
は
別
で
あ
る
が
､
そ
も
そ
も
蝦
夷
地

･
ア
イ
ヌ
民
族
の
問
題

は
そ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
し
､
現
状
で
は
東
ア
ジ
ア
世
界
の
外
交
､
ま
た
は
北
方

ア
ジ
ア
地

域
の
交
易
関
係
に
密
接
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
の
位
置
付
け
は
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
｡
そ
の
よ

-
な
研
究
状
況
を
無
視
し
て
､
蝦
夷
地

･
松
前
藩

･
ア
イ
ヌ
民
族
の
文
言
が
論
文
名
に
見
え
る
と
､
対
外

関
係
の
項
に
追
い
や

っ
て
し
ま
-
の
は
､
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

し
か
し
右
の
よ
-
な
認
識
は
､
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
ま
さ

に
研
究
者

レ
ベ
ル
に
あ

っ
て
さ
え
､
日
本
国
家
が
単

一
民
族
国
家
で
あ
る
と
潜
在
的
に
認
識
し
て
い
る
か

=



ら
こ
そ

(
ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
て
も
不
思
議
に
思
わ
な
い
状
況
が
次
第
に
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
か
ど
う

か
)
､
こ
の
よ
う
な
位
置
付
け
を
し
て
怪
し
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
､
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

や
は
り
蝦
夷
地

･
北
東
北
を
含
め
た
北
日
本
や
ア
イ
ヌ
民
族
な
ど
日
本
北
方
史
の
各
問
題
は
､
幕
藩
制
国

家
に
包
含
さ
れ
た
地
方

の
地
域
史

･
民
族
史

･
国
家
史
の
観
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
し
､

そ
の
よ
う
な
視
点
が
な
く
て
は
､
問
題
の
本
質
に
迫
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡

ま
ず
は
研
究
者
の
レ
ベ
ル
か
ら
の
､
単

一
民
族
国
家
像
に
対
す
る
認
識
の
修
正
を
迫
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
上
で
､
わ
れ
わ
れ
が
ま
さ
に
今
日
的
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
日
本
北
方

史
研
究
に
対
し
て
､
研
究
者
の
間
で
し
か
る
べ
き
市
民
権
を
得
た
い
も
の
で
あ
り
､
か
か
る
意
味
か
ら
も
､

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
風
穴
を
開
け
る
こ
と
を
､
当
弘
前

シ
ン
ポ
'･･}
ウ
ム
に
お
け
る
目
標
の

1
つ
に
掲

げ
た
の
で
あ

っ
た
｡

〔付
記
〕

本
稿
は
'
弘
前

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
当
日
の
経
過
報
告

･
問
題
提
起
を
お
こ
な

っ
た
際
の
原
稿
を
元

に
し
て
'
大
幅
に
書
き
替
え
た
も
の
で
あ
る
｡
研
究
史

の
整
理
や
研
究
成
果
の
紹
介
に
つ
い
て
は
､
筆
者
の
力

量
不
足
と
紙
数
の
関
係
も
あ
り
､
意
を
尽
せ
ぬ
も
の
と
な

っ
た
｡
こ
の
点
を
お
わ
び
し
た
い
｡
な
お
'
本
稿
脱

稿
後
､
吉
川
弘
文
館
よ
り
羽
下
徳
彦
編

r北
日
本
中
世
史
の
研
究
J
(
l
九
九

°
)
が
刊
行
さ
れ
た
｡
収
錠
論
文

の
多
-
は
北
方
史
研
究
に
新
た
な
地
平
を
切
り
開
-
斬
新
な
内
容
で
あ

っ
た
が
､
本
稿
に
あ

っ
て
は
そ
れ
ら
に

言
及
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
､
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
｡
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