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里
芋
と
ア
イ
ヌ
語
地
名

は
じ
め
に

安

野

真

幸

日
本
文
化
に
関
す
る
包
括
的
な
展
望
の
提
供
者
､
民
族
学

･
文
化
人
類
学
の
大
林
太
良
は
､
著
書

『東
と
西

海
と
山
』
の
中
で
､
日

本
の
文
化
領
域
の
中
で
の
九
州
の
位
置
を
述
べ
'
中
で
も
南
九
州
は

一
つ
の
下
位
地
域
を
な
し
て
い
る
と
し
て

一小
野
重
朗
や
下
野
敏
兄

の
努
力
に
よ
り
'
お
そ
ら
-
古
代
の
隼
人
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
習
俗
や
民
具
'
そ
し
て
そ
れ
ら
の
分
布
地
域
も
明
ら
か
に
さ
れ
｣
た
と
し

た
上
で

｢こ
れ
に
反
し
て
古
代
蝦
夷
系
の
民
俗
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
､
今
日
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
｣
い
な
い
と
し
て
い
る
｡

図 1 アイヌ語の川をあらわす語

に由来する地名(東北地方)

古
代
蝦
夷
の
民
俗
に
関
す
る
大
林
の
こ
の
発
言
は
､
実
は
'

井
上
辰
雄

･
谷
川
健

一
と
の
座
談
会

(『
歴
史
公
論
』

一
九
八

四
年
十
二
月
号
)
の
際
､
述
べ
た
も
の
の
繰
返
し
で
あ
る
｡
こ

こ
か
ら
'
大
林
の
目
か
ら
見
て

｢古
代
蝦
夷
の
民
俗
は
何
か
｣

の
問
い
に
答
え
る
べ
き
研
究
は
､

一
九
八
四
年
､
八
六
年
ま
で

も
'
ま
た
お
そ
ら
-
は

一
九
九
〇
年
ま
で
も
存
在
し
て
い
な
い

こ
と
が
分
か
る
｡
と
こ
ろ
で
大
林
は
'
同
書
の
五
頁
前
で
､
山

田
秀
三
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
と
な

っ
た
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｢東
北
地
方
を
南
北
に
両
分
し
て
い
た
境
界
線
｣
を
取
り
上
げ
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

内

(
ナ
イ
)
と
か
､
別

(ベ
ツ
)
と
い
う
､
ア
イ
ヌ
語
の
川
を
あ
ら
わ
す
語
に
由
来
す
る
地
名
は
､
東
北
地
方
で
は
､
東
は
仙
台
の

北
の
大
崎
平
野
､
西
は
山
形

･
秋
田
県
境
を
な
す
線
の
北
に
､
集
中
的
に
分
布
し
て
い
る

(図
1
参
照
)
｡
そ
し
て
､
こ
の
線
は
ほ
ぼ
奈

良
時
代
に
お
け
る
北
の
蝦
夷
'
南
の
和
人
の
境
界
で
も
あ

っ
た
｡
お
そ
ら
-
蝦
夷
は
今
日
の
ア
イ
ヌ
語
に
親
縁
の
言
語
を
話
し
て
い
た

こ
と
と
思
わ
れ
る
｡

こ
こ
で
大
林
は

｢奈
良
時
代
に
東
北
地
方
を
南
北
に
両
分
し
て
い
た
境
界
線
は
､
そ
の
後
ど
う
な

っ
た
の
か
｣
を
問
い
､
さ
ら
に
｢
こ

の
線
は
､
今
日
の
民
俗
に
お
い
て
も
大
き
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
｣
と
問
い
直
し
て
い
る
｡
蝦
夷
の
民
俗
を
明
ら
か
に

し
ょ
う
と
願
う
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
､
こ
の
問
い
は
魅
力
的
で
あ
る
｡
し
か
し
大
林
は
､
前
述
し
た

｢古
代
蝦
夷
の
民
俗
｣
を
テ
ー
マ
と

し
た
民
俗
学
関
連
の
研
究
蓄
積
の
な
さ
を
踏
ま
え
て
で
あ
ろ
う
か
､
｢私
は
今
の
と
こ
ろ
､
そ
の
よ
う
な
区
分
を
支
持
す
る
よ
う
な
例
を

思
い
出
さ
な
い
｣
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

一
方
､
大
林
が

｢東
北
地
方
を
南
北
二
つ
の
下
位
領
域
に
区
分
す
る
根
拠
は
な
い
｣
｢私
の
利
用
し
た
分
布
図
は
､
む
し
ろ
東
北
地
方
が

一
つ
の
大
き
な
領
域
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｣
と
し
て
挙
げ
た
例
は
､
①

｢民
家
の
形
式
｣
や
②
社
会
観
織
と
し
て

｢本

分
家
集
団
を

エ
ド
-

シ
と
呼
ぶ
｣
こ
と
や

｢隠
居
が
分
住

･
別
居
｣
す
る
慣
行
で
あ
る
｡
大
林
は
こ
こ
か
ら
､
む
し
ろ

｢東
北
地
方
に
お

い
て
は
､
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
と
に
二
分
さ
れ
る
傾
向
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
｣
と
し
､
｢古
代
蝦
夷
の
段
階
に
お
い
て
も
'
生
活
様
式

に
お
い
て
は
'
奥
羽
山
脈
の
東
と
西
で
は
､
あ
る
程
度
の
相
違
が
あ

っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

確
か
に
太
平
洋
側
は
夏
の
間
北
の
海
か
ら
吹
き
付
け
る
冷
た
い

｢や
ま
せ
｣
の
影
響
で
低
温
が
多
-
､
冬
は
少
雪
な
の
に
対
し
､
日
本
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海
側
は
日
本
海
流
の
影
響
で
夏
温
か
-
､
冬
は
雪
国
と
な
る
な
ど
､
東
北
地
方
を
東
西
に
二
分
す
る
こ
と
に
は
充
分
な
根
拠
が
あ
ろ
う
｡

し
か
し
大
林
は
､
さ
ら
に

｢文
化
領
域
や
境
界
線
は
時
代
を
超
え
て
持
続
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
､
東
北
地
方
の
北
半
と
南
半

の
区
分
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
｣
｢蝦
夷
と
和
人
の
対
立
す
る
文
化
的
伝
統
が
東
北
地
方
を
二
分
し
て
今
日
ま
で
継
続
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
｣
｢全
体
的
に
見
れ
ば
､
東
北
の
民
俗
は
和
人
の
民
俗
だ
｣
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
が
､
は
た
し
て
そ
れ
で
良
い
の
だ
ろ
う
か
｡

大
林
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
､
少
な
-
と
も
歴
史
学

･
考
古
学
の
世
界
で
は
､
古
墳
時
代

･
奈
良
時
代
の
お
よ
そ
五
百
年
間
'
こ

の
線
が
現
実
に
東
北
地
方
を
南
北
に
両
分
し
て
お
り
'
｢蝦
夷
と
は
何
か
｣
を
論
ず
る
際
大
い
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
古
墳
時
代

を
象
徴
す
る

｢前
方
後
円
墳
｣
や
大
化
前
代
の

｢国
造
｣
の
分
布
の
北
限
は
共
に
こ
の
線
で
あ
り
'
ま
た
同
時
代
の
東
北
地
方
に
見
ら
れ

る
北
海
道
式
土
器
の
南
限
も
こ
の
線
な
の
で
あ
る
｡

図2 弥生式時代文化地図(江坂埠弥氏原図)

大
林
が
言
う
よ
う
に

｢文
化
領
域
や
境
界
線
は
時

代
を
超
え
て
持
続
す
る
｣
の
が

一
般
な
の
に
､
本

当
に

｢東
北
の
場
合
は
認
め
ら
れ
な
い
｣
の
だ
ろ

う
か
｡

こ
れ
に
関
連
し
て
話
題
と
な
る
の
が
稲
作
の
問

題
で
あ
る
｡
江
坂
輝
弥
の

｢弥
生
式
時
代
文
化
地

図
｣
(図
2
参
照
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
か
つ
て

東
北
北
部
は
北
海
道
と
同
様
稲
作
の
伝
播
し
な
い

地
帯
と
考
え
ら
れ
て
い
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
津

軽
平
野
の
田
舎
館
村
垂
柳
遺
跡
か
ら
は
､
今
か
ら
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二
千
年
以
上
も
前
の
弥
生
中
期
の
､
ま
た
続
い
て
砂
沢
遺
跡
か
ら
は
弥
生
前
期
の
水
田
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
か
ら
､
水
田
稲
作
が
東
北
北

部
に
及
ん
で
い
た
こ
と
は
確
実
と
な

っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
新
聞
で
も
大
き
-
報
道
さ
れ
'
北
東
北
は
こ
れ
ま
で
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
世
界
に

近
い
と
さ
れ
て
き
た
が
､
そ
れ
は
誤
り
で
'
北
東
北
は
南
東
北
と
同
様
､
古
-
か
ら
日
本
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
｡

現
在
､
津
軽
地
方
を
含
め
秋
田

･
山
形

･
宮
城
な
ど
東
北
は
全
体
と
し
て
稲
作
の
盛
ん
な
日
本
の
穀
倉
地
帯
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､

か
つ
て
北
東
北
に
は
稲
が
出
来
な
か
っ
た

･
弥
生
文
化
は
及
ば
な
か

っ
た
と
の
学
者
の
説
は
､
現
在
の
在
り
方
と
異
な

っ
て
い
る
の
で
､

北
東
北
の
人
々
に
は
北
東
北
異
質
論
を
意
味
し
'
認
め
た
く
な
い
過
去
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
'
垂
柳

･
砂
沢
遺
跡
か
ら
水
田
遺
構
が
発

見
さ
れ
た
こ
と
は
､
学
術
的
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
ば
か
り
か
､

一
般
の
人
々
に
は
､
北
東
北
は
弥
生
時
代
か
ら
水
田
稲
作
地
帯
で
､
異

質
で
は
な
か

っ
た
こ
と
の
証
拠
と
な
り
'

一
種
の
劣
等
感
か
ら
の
解
放
を
も
た
ら
す

ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
､
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

Z

し
か
し
､

I
九
七
四
年
に
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
.,,h
ウ
ム

｢北
方
の
古
代
文
化
J
の
中
で
､
考
古
学
の
石
附
喜
三
男
は

｢弥
生
文
化
の
北

∩J

限
｣
に
つ
い
て
A
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
最
近

｢蝦
夷
論
｣
で
活
躍
し
て
い
る
考
古
学
の
工
藤
雅
称
も
'
B
の
よ
う
な
主
旨
の
こ

と
を
述
べ
て
い
る
｡

A

最
初
に
弥
生
文
化
の
観
点
か
ら
申
し
ま
す
と
､
だ
い
た
い
伊
勢
湾
'
若
狭
湾
の
あ
た
り
を
つ
な
ぐ
線
ま
で
'
弥
生
式
時
代
の
前
期

に
か
な
り
急
激
に
伸
び
て
き
ま
す
ね
｡
そ
こ
で
い
っ
た
ん
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
う
｡
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
東
の
ほ
う
に
展
開
す
る
の
は
､

か
な
り
縄
文
文
化
の
に
お
い
の
濃
い
弥
生
文
化
と
し
て
伸
び
て
い
-
わ
け
で
す
が
､
仙
台
平
野
ま
で
で
や
は
り
そ
れ
が

い
っ
た
ん
ス

ト
ッ
プ
す
る
｡
だ
い
た
い
宮
城
県
の
北
部
ぐ
ら
い
ま
で
､
そ
れ
と
山
形
県
の
範
囲
ま
で
で
ス
ト
ッ
プ
す
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
だ
ろ

う
と
思
う
ん
で
す
｡
(中
略
)
だ
い
た
い
仙
台
平
野
ま
で
の
弥
生
文
化
の
遺
跡
で
す
と
､
た
と
え
ば
収
穫
具
と
し
て
の
石
包
丁
と
か
､
糸

に
よ
り
を
か
け
る
の
に
使

っ
た
紡
錘
車
が
出
て
き
ま
す
｡
機
織
技
術
と
い
う
の
は
弥
生
文
化
の
ま
た

一
つ
大
き
い
特
徴
で
､
そ
う
い
う
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も
の
が
仙
台
平
野
ま
で
は
見
ら
れ
る
の
で
す
が
､
田
舎
館
の
遺
跡
な
ん
か
か
ら
は
ぜ
ん
ぜ
ん
出
て
こ
な
い
ん
で
'
や
は
り
田
舎
館
の
遺

跡
が
稲
作
を
行

っ
た
と
し
て
も
､
仙
台
平
野
ま
で
の
弥
生
文
化
と
は
か
な
り
異
質
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
｡

B

こ
の
重
刷
遺
跡
か
ら
は
縄
文
文
化
に
連
な
る
土
偶
や
石
鋲
も
同
時
に
出
土
す
る
の
で
､
垂
柳
人
は
稲
作
に
よ
っ
て
従
来
の
生
活
を

一
変
し
､
弥
生
文
化
に
帰
依
し
た
の
で
は
な
-
､
狩
猟

･
採
取
の
縄
文
的
な
生
活

･
信
仰
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
､
ま
た
そ
の
後
の

気
候
の
寒
冷
化
で
､
稲
作
前
線
は

一
挙
に
南
下
し
､
古
墳
時
代
の
五
世
紀
頃
に
は
日
本
海
側
で
は
新
潟
平
野
､
太
平
洋
側
で
は
仙
台
平

野
､
大
崎
平
野
を
北
限
と
し
､
内
陸
部
で
は
会
津
盆
地

･
米
沢
盆
地
､
山
形
盆
地
が
北
限
と
な

っ
た
｡

工
藤
の
考
え
に
従
う
な
ら
､
南
東
北
に
､
水
田
稲
作
や
畑
作
な
ど
の
農
耕
に
生
活
を
大
き
-
依
存
す
る
弥
生
文
化
が
見
ら
れ
る
と
き
､

津
軽
な
ど
北
東
北
の
人
々
は
縄
文
時
代
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
生
活
を
行
い
'

一
時
期
稲
作
を
そ
の
生
活
の
内
部
に
採
り
入
れ
た
が
､
そ

の
後
の
寒
冷
化
の
中
で
､
稲
作
を
捨
て
て
再
び
縄
文
の
世
界
に
戻

っ
て
い
っ
た
と
纏
め
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
｡
古
墳
時
代

･
奈
良

時
代
の
東
北
の
蝦
夷
た
ち
が
北
海
道
と
同
じ
続
縄
文
人
な
の
か
否
か
は
､
大
き
な
問
題
で
あ
り
､
工
藤
説
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
れ
は
と
も
あ
れ
､
今
私
が
こ
こ
で
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
､
論
じ
た
い
の
は
､
大
林
の
立
て
た
問
い

｢奈
良
時
代
に
東
北
地
方
を
南

北
に
両
分
し
て
い
た
境
界
線
が
､
そ
の
後
ど
う
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
か
｣
｢こ
の
線
は
､
今
日
の
民
俗
に
お
い
て
も
大
き
な
意
味
を
も

っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
-
｣
な
の
で
あ
る
｡
私
は
専
門
的
な
民
俗
学
の
研
究
者
で
な
く

特
別
学
問
的
な
訓
練
を
受
け
た
経
験
も
な
い
が
､

二
十
年
近
-
津
軽
に
生
活
す
る
も
の
と
し
て
､
南
九
州
で
小
野
や
下
野
が
行

っ
た
と
同
じ
よ
う
な
北
東
北
の
民
俗
を
研
究
す
る
こ
と
は
､

出
来
な
い
だ
ろ
う
か
｡
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芋
煮
会

｢東
北
の
秋
は

《
芋
煮
会
》
で

一
色
だ
｣
な
ど
と
言
わ
れ
､
｢芋
煮
会
｣
は
東
北
の
秋
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
｡
仙
台
に
長
-

い
る
私
の
友
人
は
､
東
京
で
遇
う
た
び
に
こ
の

｢芋
煮
会
｣
の
楽
し
み
を
語

っ
て
-
れ
た
｡
気
の
合

っ
た
仲
間
た
ち
と
河
原
で
鍋
を
囲
み
､

酒
を
汲
み
交
わ
す
の
だ
と
い
う
｡
｢芋
煮
会
を
や
っ
た
か
｣
と
尋
ね
る
こ
と
が
秋
の
挨
拶
で
､
い
ろ
い
ろ
な
仲
間
と
何
度
も
鍋
を
囲
む
と
い

う
｡
山
形
県

･
宮
城
県

･
秋
田
県
横
手
出
身
の
弘
前
大
学
の
学
生
に
聞
-
と
､
｢芋
煮
会
｣
と
は
､
町
内
会
の
行
事
で
あ

っ
た
り
､
遠
足
や

運
動
会
と
並
ぶ
秋
の
学
校
の
公
式
な
行
事
で
､
ど
こ
の
鍋
が
お
い
し
い
か
､
味
比
べ
を
し
た
経
験
を
皆
持

っ
て
い
る
｡

こ
の

｢芋
煮
会
｣
は
も
と
も
と
山
形
で
盛
ん
だ

っ
た
も
の
だ
が
､
最
近
仙
台
地
方
に
も
及
ん
だ
も
の
だ
そ
う
だ
｡
鍋
の
中
に
は
里
芋

･

こ
ん
に
ゃ
く

･
肉

･
ね
ぎ
な
ど
を
入
れ
る
の
だ
が
､
何
で
も
仙
台
と
山
形
で
は
鍋
の
中
味
が
違
い
､
仙
台
が
味
噌
味
で
豚
肉
を
使
う
の
に

対
し
て
､
山
形
が
醤
油
味
で
牛
肉
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の

｢芋
煮
会
｣
に
つ
い
て
､
作
家
の
戸
川
幸
夫
は
昭
和
七
年
旧
制
山
形
高
校
入

学
当
時
も
盛
ん
だ

っ
た
山
形
名
物
の
芋
煮
会
の
思
い
出
を
､
｢わ
が
山
高
時
代
の
芋
煮
会
｣
と
題
し

『
日
本
の
食
生
活
全
集
⑥
』
『聞
き
書

4

き

山
形
の
食
事
[

(以
下

『山
形
の
食
事
』
と
略
す
)
の

｢月
報
｣
に
小
文
を
寄
せ
て
い
る
｡

そ
の
中
で

一
番
関
心
を
呼
ぶ
の
は

｢《
男
女
七
歳
に
し
て
席
を
同
じ
う
せ
ず
》
と
い
っ
た
風
習
が
厳
然
と
し
て
守
ら
れ
て
い
た
｣
こ
ろ
な

の
に

｢秋
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
の
芋
煮
会
の
時
ば
か
り
は
例
外
で
､
男
女
交
際
が
大
目
に
許
さ
れ
て
い
た
｣
と
し
て
､
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

場
所
取
り
役
の
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
女
子
師
範
学
校
の
生
徒
た
ち
が
屯
す
る
場
所
の
近
-
を
占
拠
す
る
事
だ

っ
た
｡
不
思
議
な
も

の
で
以
心
伝
心
と
言
う
か
敵
も
わ
れ
わ
れ
の
近
-
に
陣
取
る
の
が
通
例
だ

っ
た
｡
や
が
て
煮
炊
き
が
始
ま
り
酒
が
回
っ
て
-
る
と
､
口
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が
う
ま
-
て
強
心
臓
の
奴
が
物
見
の
役
に
選
出
さ
れ
る
｡
こ
れ
が
女
子
師
範
生
徒
た
ち
の
陣
営
に
乗
り
込
ん
で
､

｢う
ま
そ
う
だ
な
､
や

っ
ぱ
り
女
子
で
な
け
れ
ば
駄
目
だ
､
俺
ら
ん
と
こ
ろ
は
さ

っ
ぱ
り
味
悪
-
て
-
-
｣
と
､
切
り
出
す
｡
敵
に
も

勇
敢
な
の
が
い
て
､

｢だ
ぼ
俺

(そ
の
頃
の
山
形
女
性
は
こ
う
言

っ
た
)
味
付
け
て
や

っ
か
｣

｢頼
む
｣
と
物
見
役
は
彼
女
を
わ
が
陣
営
に
連
れ
込
む
｡
そ
れ
が
き

っ
か
け
で
両
陣
入
り
乱
れ
､

｢
い
っ
そ
の
こ
と

一
緒
に
な
ん
べ
や
｣
と
な
る
｡
そ
の
後
ど
う
な
る
か

っ
て
?
時
代
が
時
代
ゆ
え
日
暮
と
共
に

｢面
白
か

っ
た
ス
や
｣
と

一
言
遺
し
て
右
ひ
だ
り
｡
翌
日
か
ら
ほ
町
で
合

っ
て
も
知
ら
ん
顔
の
半
兵
衛
で
あ

っ
た
｡

芋
煮
会
の
場
所
が

｢河
原
｣
で
､
そ
こ
で
は
普
段
許
さ
れ
な
い

｢男
女
交
際
｣
が
大
目
に
見
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
こ
の
芋
煮
会

の
場
に
は
網
野
善
彦
の
言
う

｢無
縁
｣
の
原
理
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
と
な
る
と
､
こ
う
し
た
会
食
の
習
慣
は
か
な

り
昔
か
ら
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

例
え
ば
､
日
本
の
古
代
社
会
の
有
様
を
記
し
た

『
風
土
記
』
に
は
､
人
々
は
春
秋
に
温
泉
や
磯
､
泉
､
丘
な
ど
に
集
い

｢う
た
げ
｣
を

l.【J

行

っ
た
と
あ
る
｡
ま
た
伊
藤
幹
治
は

『宴
と
日
本
文
化
[
の
中
で
､
こ
う
し
た
野
外
の
祝
宴
=

｢う
た
げ
｣
の
古
俗
を

｢
カ
ガ
イ

･
歌
垣

･
山
遊
び

･
磯
遊
び

･
花
見
｣
等
々
と
数
え
上
げ
て
い
る
｡
現
在
の

｢芋
煮
会
｣
が
古
い
時
代
の

｢う
た
げ
｣
の
有
様
を
想
像
さ
せ
る

こ

6

と
か
ら
､
｢芋
煮
会
｣
は
か
な
り
昔
か
ら
の
風
習
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
､
『
山
形
の
食
事
』
所
収
の

｢山
形
の
食
と
そ
の
背
景
上

に
は
次

の
よ
う
に
あ
り
､
｢芋
煮
会
｣
は
明
治
の
中
ご
ろ
か
ら
始
ま

っ
た
と
し
て
い
る
0

起
こ
り
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
が
､
明
治
の
中
ご
ろ
か
ら
山
形
市
周
辺
に
は
じ
ま
る
｡
里
芋
は
貯
蔵
が
む
ず
か
し
い
の
で
､
冬
を
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前
に
親
し
い
仲
間
同
志
が
持
ち
寄
り
､
河
原
で
い
も
ご
汁
の
会
食
を
楽
し
ん
だ
の
が
､
し
だ
い
に
広
が

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で

『
山
形
の
食
事
』
を
よ
り
詳
細
に
眺
め
る
と
､
｢芋
煮
会
｣
と
直
接
関
係
の
あ
り
そ
う
な
山
形
の
郷
土
料
理
に
､
次
の
も
の
が

あ
る
｡

L-

①

｢
い
も
子
汁
｣
-
-
村
山
盆
地
で
は
､
い
も
子

･
鶏
肉

･
こ
ん
に
ゃ
-
を
煮
て
醤
油
で
味
を
付
け
､
ね
ぎ
を
最
後
に
入
れ
て
作
る
｡

8

②

｢
い
も
の
こ
汁
｣
-
県
北
最
上
で
は
､
い
も
の
こ

･
ね
ぎ

･
油
揚
げ
､
た
ま
に
は
鶏
肉
を
入
れ
て
味
噌
ま
た
は
醤
油
で
味
を
付
け
る
｡

nn

③

｢
い
も
ご
粛
｣
･･･-
県
南
置
賜
で
作
る
が
､
こ
れ
に
は
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
､
｢
い
も
名
月
｣
と
関
係
あ
る
こ
と
に
注
目
｡

秋
十
三
夜
､
い
も
名
月
に
は
必
ず
い
も
ご
を
お
供
え
す
る
｡
い
も
ご
は
き
れ
い
に
洗

っ
て
皮
を
む
い
て
ゆ
で
て
､
五
つ
ま
た
は
七
つ

と
奇
数
の
数
を
皿
に
盛
り
､
お
供
え
す
る
｡

家
族
の
食
べ
る

｢
い
も
ご
煮
｣
は
､
い
も
ご
の
皮
を
む
き
､
大
き
い
の
は
二
つ
-
ら
い
に
切

っ
て
な
へ
に
入
れ
､

一
口
大
に
切

っ
た

こ
ん
に
ゃ
-
､
乱
切
り
の
に
ん
じ
ん
を
加
え
､
醤
油
味
で
煮
る
｡
煮
た
っ
て
-
る
と
､
汁
が
ふ
き
こ
ぼ
れ
る
か
ら
注
意
す
る
｡

い
も
が
五
分
ど
お
り
煮
え
て
き
た
ら
味
を
と
と
の
え
､
鶏
肉
や
生
い
か
な
ど
を
入
れ
て
再
び
煮
る
｡
だ
い
た
い
煮
え
て
火
か
ら
下
ろ

す
直
前
､
ぶ
つ
切
り
に
し
た
ね
ぎ
を
入
れ
､
ひ
と
煮
た
ち
さ
せ
て
で
き
あ
が
り
｡
こ
れ
に
､
き
の
こ
や
大
根
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡

し
め
じ
な
ど
が
入
る
と
最
高
の
ご
ち
そ
う
に
な
る
｡

こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
､
｢お
月
見
｣
｢十
三
夜
｣
に

｢
い
も
ご
｣
を
お
供
え
す
る
と
共
に
､
家
族
が

｢
い
も
ご
煮
｣
を
食
べ
る
と
あ
り
､

置
賜
地
方
の
郷
土
料
理

｢
い
も
ご
煮
｣
は
家
族
の

｢う
た
げ
｣
で
､
純
然
た
る
家
庭
料
理
で
あ
る
｡
他
方

｢芋
煮
会
｣
と
は
､
家
族
を
超
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図3 儀礼食物としての里芋

え
た
人
々
と

｢川
遊
び
｣
な
ど
､
野
外
で
行
う

｢
い
も
ご
煮
｣
の

会
食

･
祝
宴
で
あ
り
､
｢無
縁
｣
の
原
理
の
働
-

｢う
た
げ
｣
で
あ

る
o
ま
た

｢お
月
見

･
九
月
の
十
三
夜
｣
に
里
芋
を
食
べ
る
習
慣

は
'
本
間
ト
シ

(図
3
参
照
)
や
後
述
す
る
坪
井
洋
文
の
研
究
な

ど
か
ら
､
置
賜
以
外
に
も
南
東
北
'
さ
ら
に
広
く
日
本
全
国
に
多

-
見
ら
れ
る
も
の
で
､
里
芋
の
収
穫
祭
と
い
う
｡

以
上
か
ら
'
｢芋
煮
会
｣
の
ル
ー
ツ
は
秋
の
里
芋
の
収
穫
祭
で

あ
り
､
山
形
に
お
い
て
は
､
古
-
は
家
族
で
祝
う
家
の
祭
で
あ

っ

た
も
の
が
､
明
治
の
中
ご
ろ
か
ら

｢川
遊
び
｣
と
関
係
を
強
め
'

河
原
で
の
祝
宴
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
想
像
が

許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
､
｢芋
煮
会
｣
が
盛
ん
と
な
る
背
景
に
は
､
家

よ
り
も
個
人
が
尊
重
さ
れ
る
近
代
と
い
う
時
代
を
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
｡

二

津
軽
と
里
芋

東
北
地
方
は

｢芋
煮
会
｣
が
盛
ん
だ
と
は
い
え
､
私
は
こ
れ
ま
で
津
軽
に
い
て

｢芋
煮
会
を
し
よ
う
｣
と
の
誘
い
を

一
度
も
受
け
た
こ

と
が
な
い
｡
前
述
の
学
生
た
ち
に
こ
の
こ
と
を
言
う
と
､
皆

一
様
に

｢津
軽
は
東
北
地
方
の
は
ず
な
の
に
ど
う
し
て
?
｣
と
不
思
議
が

っ

て
い
た
｡
し
か
し

｢芋
煮
会
｣
の
代
り
に
､
野
外
で
大
勢
で

｢き
の
こ
汁
｣
や

｢豚
汁
｣
を
食
べ
る
こ
と
は
､
津
軽
に
い
て
私
も
何
度
も
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図 4 稲作地帯区分図
体
験
し
'
秋
の

｢山
遊
び
｣
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し

て
津
軽
で
も
盛
ん
で
あ
る
｡
問
題
の
中
心
は
'
河
原
で
鍋

を
囲
む
習
慣
が
津
軽
に
あ
る
か
否
か
で
は
な
く

秋
の
取

れ
時
に

｢里
芋
｣
を
皆
で
食
べ
る
習
慣
が
な
い
の
だ
と
私

は
考
え
て
き
た
｡

も

っ
と
正
確
に
言
え
ば
'
｢小
い
も
｣
が
で
き
な
い
の

で

｢芋
煮
会
｣
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
こ
と

を
証
明
し
て
く
れ
る
の
が

『秋
田
の
食
事
』
に
あ
る

｢秋

田
県
の
地
域
区
分
｣
(図
4
参
照
)
に
つ
い
て
の
次
の
記

山川｢h‖】
事
で
あ
る
｡
(要
約
は
筆
者
)

稲
作
に
適
し
た
秋
田
市
以
南
の
沿
岸
お
よ
び
内
陸
の

横
手
盆
地
や
県
北
沿
岸
お
よ
び
県
南
中
山
間
地
帯
A
で

は
､

い
も
の
こ

(里
芋
)
の
栽
培
が
多
く
､
秋
に
な
る
と
遊
山
や
秋
の
味
覚
の
行
事
と
し
て
'
よ
-

《
い
も
の
こ
汁
》
が
行
わ
れ
'
野

外
で
秋
の
味
を
楽
し
む
｡

1
万
'
畑
作
の
比
率
の
高
い
県
北
内
陸
平
坦
や
県
南
山
間
部
B
で
は
､
秋
は
季
節
の
味
覚
と
し
て
県
南
の

《
い
も
の
こ
汁
》
に
か
わ
り
'
《
き
り
た
ん
ば
》
ま
た
は

《
だ
ま
こ
も
ち
》
と
な
る
O
こ
の
地
方
で
栽
培
さ
れ
る
里
芋
は
､
親
株
を
主
と

し
て
食
べ
る

｢ず
い
き
い
も
の
こ
｣
で
あ
る
｡
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図5 食をめぐる岩手の地域区分

レ.し
｣.T県

南

つ
ま
り
へ
津
軽
は
秋
田
県
北
部
の

さ
ら
に
北
方
に
当
た
り
へ
県
北

の

｢ず
い
き
い
も
の
こ
｣
｢き
り
た
ん

ば
｣
の
世
界
と
は
連
続
す
る
が
'
県

南
の

｢芋
煮
会
｣
の
世
界
の
外
側
に

位
置
す
る
の
で
'
当
然
津
軽
に

｢
芋

煮
会
｣
は
な
い
こ
と
に
な
る
｡

一
方
へ
秋
田
名
物
の

｢き
り
た
ん

ば
｣
は
同
じ
鍋
物
と
は
言
え
へ
屋
内

で
囲
炉
裏
に
か
け
た
鍋
を
囲
み
食
べ

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
-
'
｢き

り
た
ん
ば
｣
鍋
の
野
外
パ
ー
テ
ィ
ー

は
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
｡
た
だ
し
へ
十

1
月
の
弘
前
大
学
の
大
学
祭
の
際
に
は
'
各
ク
ラ
ス
･
サ
ー
ク
ル
の
出
し
物
は
圧
倒
的
に

｢き
り
た
ん
ば
｣
屋
さ
ん
が
多
-
'
ど
こ
の
お
店
の
が

一
番
お
い
し
い
か
へ
皆
競
い
な
が
ら
頬
張

っ
て
お
り
へ
そ
の
点
で
は

｢芋
煮
会
｣

と
良
-
似
た
性
格
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
｡

目しrT'

『岩
手
の
食
事
』
所
収
の

｢岩
手
県
の
地
域
区
分
｣

(図
5
参
照
)
で
は
'
｢県
南
は
米

･
大
麦
と
'
も
ち
文
化
｡
県
北
は
雑
穀
文
化

(ひ
え

･
そ
ば

･
小
麦

･
大
豆
)
に
二
分
で
き
る
｣
と
し
て
'
里
芋
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
｡
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県
北

･
遠
野
-
里
芋
が
全
く
な
い
｡

県
央
-
∫
-
-
里
芋
が
あ
る
｡

県
南
-
-
-

-
里
芋

が

多
い
｡

こ
こ
か
ら
､
岩
手
県
の
県
北

･
遠
野
地
方
と
県
央

･
県
南
地
方
と
の
間
に
里
芋
栽
培
の
境
界
線

A
が
確
か
め
ら
れ
る
｡
こ
の
線
は
奥
羽

山
脈

B
で
中
断
さ
れ
る
と
は
言
え
､
先
に
述
べ
た
秋
田
県
を
南
北
に
分
か
つ

《
い
も
の
こ
汁
》
と

《
き
り
た
ん
ば
》
の
境
界
線
と
も
連
な

り
､
東
北
地
方
を
南
北
に
横
断
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
山
形

･
秋
田
の
県
境
と
宮
城
県
北
部
を
結
ぶ
線
を
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
境
界
線
と
呼
び
､
こ
れ
を
古
代

蝦
夷
と
和
人
と
の
境
界
と
し
て
き
た
が
､
こ
の
線
よ
り
お
よ
そ

一
〇
〇
血
北
方
に
､
現
代
の

｢里
芋
｣
の
境
界
線
が
走

っ
て
お
り
､
ま
た

こ
の
線
が
事
実
上
の

｢芋
煮
会
｣
の
北
限
で
､
お
そ
ら
-
は
稲
作
と
畑
作
の
境
界
線
で
も
あ
ろ
う
｡
現
在
の
稲
作
は
､
品
種
改
良
の
結
果

北
海
道
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が
､
お
い
し
い
お
米
の
産
地
と
な
れ
ば
､
こ
の

｢里
芋
｣
の
境
界
線
が

一
つ
の
目
安
に
な
る
と
思
わ
れ
る
｡

そ
も
そ
も

｢里
芋
｣
の
ル
ー
ツ
は
熱
帯
地
方
の

｢
タ
ロ
イ
モ
｣
に
あ
り
､
後
述
す
る
佐

々
木
高
明
に
よ
れ
､ほ
照
真
樹
林
帯
で
栽
培
さ
れ

た
と
あ
る
が
､
現
在
の
日
本
で
は
落
葉
広
葉
樹
林
帯
で
も
栽
培
さ
れ
､
そ
の
北
限
は
道
南
の
渡
島
半
島
と
い
う
｡
そ
れ
ゆ
え
､
津
軽
に
お

い
て
も

｢里
芋
｣
は
当
然
栽
培
可
能
で
､
事
実
､
作
ら
れ
て
い
る
畑
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
｡
し
か
し
秋
の
収
穫
時
に
は
､
茎
の
付
い

た

｢づ
い
き

い
も
｣
の
形
で
､
八
百
屋
の
店
先
に
並
べ
ら
れ
､
芋
と
茎
を

一
緒
に
味
噌
汁
な
ど
に
い
れ
て
食
べ
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
民
俗
学
の
坪
井
洋
文
は

『稲
を
選
ん
だ
日
本
人
』
の
中
で
'
福
島
県
大
沼
郡
金
山
町
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
際
､
大
き
な
衝

撃
を
受
け
る
と
共
に
､
｢来
客
や
祭
礼
の
折
に
自
慢
し
て
出
せ
る
よ
う
な
イ
モ
の
作
れ
る
こ
と
が
生
活
の
理
想
で
あ
る
｣
よ
う
な
､
米
よ
り

も
里
芋
に
多
-
の
価
値
を
置
-
民
俗
世
界
の
存
在
を
確
信
し
'
後
に
稲
作
農
耕
文
化
対
畑
作
農
耕
文
化
と
い
う
柳
田
民
俗
学
の
根
底
を
揺
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{j

る
が
す
坪
井
学
の
出
発
点
と
な

っ
た
話
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

-
-
-
こ
う
し
た
話
を
聞
い
て
い
る
と
き
､
｣ハ
十
歳
を
過
ぎ
た
ば
か
り
の
婦
人
が
､
｢昔
は
何
と
い
っ
て
も
､
娘
た
ち
が
嫁
に
行
き
た

い
と
願
う
家
は
､
田
が
多
-
て
米
の
で
き
る
家
で
は
な
-
て
､
う
ま
い
イ
モ

(里
芋
)
が
た
-
さ
ん
で
き
る
土
地
を
持

っ
て
い
る
家
で

あ

っ
た
｣
と
語

っ
て
-
れ
た
Q
嫁
入
り
前
の
娘
が
理
想
と
す
る
婿
殿
の
家
は
､
う
ま
い
イ
モ
の
多
-
と
れ
る
土
地
持
ち
で
あ
る
と
い
う

条
件
付
き
で
あ

っ
た
｡

-

-
-

こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
､
坪
井
と
共
に
里
芋
の
価
値
が
米
の
価
値
に
優
先
す
る
世
界
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
さ
ら
に
群
馬

t>

県
に
は

｢イ
モ
は
陰
の
俵
｣
と
い
う
諺
が
あ
か
と
い
う
o
里
芋
が
日
常
的
な
主
食
で
あ
る
世
界
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
O
こ
れ
に
引
き
比
べ

る
と
､
現
在
の
東
北
の

｢芋
煮
会
｣
の
世
界
は
､
里
芋
に
生
活
を
依
存
す
る
ほ
ど
に
里
芋
に
高
い
価
値
を
認
め
て
い
る
と
も
思
え
な
い
し
､

ま
た
津
軽
人
は
東
北
南
部
や
そ
れ
以
南
の
人
た
ち
の
よ
う
に

｢里
芋
｣
を
珍
重
し
て
い
な
い
と
思
う
｡
し
か
し

一
般
に
､
里
芋
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
は
､
稲
作
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
ほ
ど
に
､
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

青
森
県
教
育
委
員
会
出
版
の

『図
説

ふ
る
さ
と
青
森
の
歴
史
シ
リ
ー
ズ
3
』
『北
の
誇
り

･
亀
ケ
岡
文
化
』
で
は
'
縄
文
時
代
晩
期
の

【村山｢〓■

青
森
で
も
根
菜
類
の
栽
培
が
あ

っ
た
と
し
､
そ
の
具
体
例
に

｢ヤ
マ
ノ
イ
モ
｣
｢
サ
ー
イ
モ
｣
を
あ
げ
て
い
る
が
､
縄
文
晩
期
青
森
で
の

｢
サ
ー
イ
モ
｣
栽
培
を
問
題
と
し
た
い
｡
長
野
の
生
ん
だ
考
古
学
者
､
藤
森
栄

一
が
縄
文
中
期
に

｢里
芋
｣
農
耕
が
あ
る
と
主
張
し
た
こ

と
は
有
名
で
､
縄
文
期
の

｢里
芋
｣
農
耕
は
考
古
学
の
常
識
か
も
知
れ
な
い
が
､
こ
れ
ま
で
の
気
候
風
土
の
考
察
か
ら
､
当
時
の
青
森
で

の

｢里
芋
｣
栽
培
は
無
理
で
あ
ろ
う
｡

一
方
､
考
古
学
の
寺
沢
薫
は

｢弥
生
初
期
の
稲
作
は
思
い
の
ほ
か
厳
し
い
も
の
が
あ
り
､
前
期
で
は
そ
の
大
部
分
を
､
中
期
で
は
五
〇
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掴

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
他
の
デ
ン
プ
ン
質
食
料
で
補
充
す
る
必
要
が
あ

っ
た
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
前
述
の
弥
生
前

･
中
期

の
砂
沢

･
垂
柳
の
水
田
稲
作
を
見
直
す
と
､
水
田
稲
作
を
支
え
る
べ
き
畑
作
､
特
に
里
芋
栽
培
が
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
先
に
わ
れ

わ
れ
は
､
こ
れ
ら
の
遺
跡
に
は
縄
文
的
な
石
鋲

･
土
偶
を
伴
い
､
弥
生
文
化
と
し
て
不
可
欠
な
石
包
丁

･
紡
錘
車
が
な
い
こ
と
を
見
て
き

た

が

､

里
芋
栽
培
の
欠
如
か
ら
は
､
そ
れ
以
上
に
縄
文
的
な
生
活
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

三

焼
畑
農
耕
と
里
芋

こ
れ
ま
で
私
は

｢里
芋
｣
に
こ
だ
わ

っ
て
議
論
を
展
開
し
て
き
た
｡
そ
の
理
由
は
'
特
に

｢里
芋
｣
に
注
目
す
る
こ
と
を
通
じ
て
､
｢日

本
人
-
米
食
民
族
と
す
る
伝
統
的
な
考
え
を
覆
そ
う
と
す
る
議
論
｣
に
私
が
長
い
こ
と
魅
了
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
具
体
的
に
は
'

秋
の

｢
い
も
名
月
｣
は

｢里
芋
｣
の
収
穫
祭
で
'
｢里
芋
｣
は
水
田
稲
作
に
先
行
す
る

｢照
葉
樹
林
焼
畑
農
耕
｣
の
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
文
化

地
理
学

･
文
化
人
類
学
の
佐
々
木
高
明
の
議
論
や
､
畑
作
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る

｢里
芋
｣
の
み
で
正
月
の
雑
煮
を
祝
う

｢イ
モ
正
月
｣
の

存
在
を
主
張
し
た
民
俗
学
の
坪
井
洋
文
の
議
論
で
あ
る
0

6｢r-I.

佐
々
木
高
明
は

『稲
作
以
前
』
で
稲
作
に
先
行
し
た
焼
畑
農
耕
の
存
在
を
主
張
し
､
世
間
に
衝
撃
を
与
え
､
上
山
春
平

･
中
尾
佐
助
と

｢什肌1･し~

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

『続

･
照
葉
樹
林
文
化
』
な
ど
で
､
佐
々
木

･
中
尾
の

｢照
葉
樹
林
焼
畑
農
耕
文
化
論
｣
は

1
世
を
風
廉
し
た
が
､
日

本
列
島
の
森
林
植
生
は
照
葉
樹
林
帯
と
落
葉
樹
林
帯
-

ナ
ラ
林
帯
の
二
つ
か
ら
な
り
､
栽
培
作
物
も
北
か
ら
の
道
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
か
ら
､
最
近
の
二
人
の
研
究
は
ナ
ラ
林
文
化
論
に
傾
い
て
い
る
｡
こ
こ
で
'
佐
々
木
の
考
え
る

｢照
葉
樹
林
焼
畑
農
耕
文
化

論
｣
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
｡

こ
の
議
論
は
'
オ
リ
エ
ン
ト
の
豊
か
な
半
月
弧
の
向
う
を
張

っ
た
規
模
雄
大
な
構
想
で
あ
る
｡
考
古
学
者
が
弥
生
の
農
耕
文
化
を
考
え
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図6 兼 ･南7ジ7の植生と東亜半月弧

る
際
に
､
北
九
州
に
穀
物
の
栽
培
セ
ン
タ
ー
を
想
定
し
､

こ
こ
か
ら
全
国

へ
穀
物
栽
培
は
セ
ッ
-
と
な

っ
て
普
及

し
た
と
し
て
い
る
の
と
同
様
に
､
中
国
西
南
部
の
雲
南

省
あ
た
り
に
東
亜
半
月
弧
と
い
う
照
葉
樹
林
帯
の
農
耕

文
化
の
セ
ン
タ
ー

(図
6
参
照
)
を
考
え
､
こ
こ
か
ら

日
本
や
東
南
ア
ジ
ア
の
各
地
に
､
雑
穀

･
根
菜
類
の
栽

培
が
セ
ッ
ト
と
な

っ
て
､
次
い
で
水
稲
が
､
他
の
文
化

要
素
を
伴

っ
て
伝
播
し
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

照
葉
樹
林
帯
と
は
カ
シ
･
シ
イ

･
ク
ス
な
ど
の
薄
暗

い
森
林
帯
で
､
東
南
ア
ジ
ア
の
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
を
ヒ

マ
ラ
ヤ
の
南
麓
部
､
ア
ッ
サ
ム
､
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の

北
部
山
地
､
雲
南

･
貴
州

･
四
川
､
中
シ
ナ
､
南
シ
ナ
､

西
南
日
本
と
続
-
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
の
焼
畑
で
栽
培

さ
れ
る
作
物
は
､
イ
モ
類
に
は
サ
ー
イ
モ
･
ナ
ガ
イ
モ
､

豆
類
に
は
大
豆

･
小
豆
､
雑
穀
類
に
は
ア
ワ

･
モ
ロ
コ
シ
･
シ
コ
ク
ビ

エ
･
キ
ビ

･
ヒ
エ
･
ソ
バ
､
陸
稲
等
々
で
あ
る
｡
佐
々
木
は
水
田

稲
作
の
前
提
に
陸
稲
を
含
む
雑
穀

･
根
菜
の
焼
畑
農
耕
が
あ
り

｢里
芋
｣
が
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

っ
た
と
し
､
そ
れ
を
照
葉
樹
林
焼
畑
農

耕
と
名
付
け
た
｡

I
方
､
現
在
の
日
本
の
焼
畑
に
は
陸
稲
は
な
-
､
日
本
列
島
内
部
で
陸
稲
か
ら
水
稲

へ
と
発
展
し
た
遺
跡
が
発
見
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
､
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水
田
稲
作
は

一
つ
の
完
成
さ
れ
た
外
来
文
化
と
し
て
日
本
に
入
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
か
ら
佐
々
木
は
､
縄
文
期
に
焼
畑
農
耕
の
波
､

弥
生
期
に
稲
作
農
耕
の
波
と
､
都
合
二
つ
の
波
が
日
本
に
及
ん
だ
と
し
､
特
に
縄
文
晩
期
の
西
日
本
に
展
開
す
る
凸
帯
文
土
器
の
文
化
を
､

陸
稲
を
含
む
雑
穀
中
心
の
焼
畑
農
耕
文
化
と
し
､
弥
生
の
水
田
稲
作
文
化
が
急
速
に
こ
の
凸
帯
文
土
器
の
分
布
圏
に
及
ぶ
こ
と
を
焼
畑
農

耕
文
化
の
存
在
か
ら
説
明
し
た
｡
こ
こ
の
部
分
は
考
古
学
の
方
で
も
大
方
の
賛
成
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
佐
々
木
は
'
現
在
の
九
州

･
四
国
の
山
地
で
､
ア
ワ
･
ヒ
エ
･
ソ
JJ(
･
大
豆

･
小
豆

･
サ
rl
イ
モ
･
ム
ギ
な
ど
を
複
雑
な
輪
作
方

式
で
栽
培
す
る
焼
畑

｢
コ
バ
｣
を
､
日
本
に
お
け
る
照
糞
樹
林
焼
畑
農
耕
と
位
置
付
け
､
中
部
地
方
の
飛
濃
越
山
地
に
展
開
す
る
焼
畑

｢
ナ
ギ

ハ
タ
｣
を
､
こ
の

｢
コ
バ
｣
式
農
耕
の
落
葉
広
葉
樹
林
帯

へ
の
適
応
形
態
と
し
､
温
暖
な
気
候
を
好
む
サ
ー
イ
モ
･
ム
ギ
な
ど
を

脱
落
さ
せ
､
比
較
的
冷
涼
な
気
候
に
適
す
る
ヒ
エ
･
ソ
バ
な
ど
に
栽
培
の
重
点
を
置
い
た
も
の
と
し
､
ま
た

｢
コ
バ
｣
や

｢
ナ
ギ

ハ
タ
｣

を
縄
文
時
代
の
焼
畑
と
し
､
現
在
東
北
地
方
に
見
ら
れ
る
焼
畑

｢カ
ノ
｣
｢
ア
ラ
キ
｣
を
そ
こ
か
ら
除
い
て
い
る
｡

し
か
し
北
東
北
の
太
平
洋
側
の

｢や
ま
せ
｣
地
帯
は
稲
作
に
適
さ
ず
､
伝
統
的
な
ヒ
エ
食
地
帯
で
､
こ
こ
の
定
畑
は

｢
ナ
ギ

ハ
タ
式
｣

農
耕
に
近
い
と
思
わ
れ
る
｡
と
も
あ
れ
､
南
北
に
細
長
-
山
が
ち
な
日
本
列
島
は
､
温
暖
で
水
田
稲
作
に
向
い
た
地
域
か
ら

｢
コ
バ
式
｣

農
耕
や

｢
ナ
ギ

ハ
タ
式
｣
農
耕
に
適
し
た
地
域

へ
と
､
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
差
が
考
え
ら
る
｡

1
万
現
在
の
考
古
学
の
立
場
で
は
､
ま
ず
最

初
'
北
九
州
に
穀
物
の
栽
培
セ
ン
タ
ー
が
成
立
し
､
次
に
そ
こ
か
ら
弥
生
の
農
耕
文
化
は
全
国
に
伝
播
し
た
と
し
て
､
水
田
稲
作
か

｢

コ

バ
式

･
ナ
ギ

ハ
タ
式
｣
の
雑
穀
栽
培
か
等
々
は
同
じ
弥
生
文
化
を
受
け
入
れ
る
際
の
地
域
差
と
し
て
い
る
｡

し
か
し
水
田
稲
作
や
畑
作
は
ど
の
よ
う
に
し
て
､
東
日
本
の
縄
文
の
伝
統
の
強
い
世
界
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
例
え
ば
､

水
田
稲
作
文
化
を
持
つ
弥
生
人
が
､
｢
コ
バ
式
｣
農
耕
を
行
う
凸
帯
文
人
を
追

っ
て
西
日
本
の
世
界
に
広
が

っ
た
と
き
､
生
き
残

っ
た
凸
帯

文
人
の

一
部
は
東
日
本
に
移
住
し
､
そ
の
こ
と
に
ょ
っ
て

｢
コ
バ
式
｣
農
耕
や

｢
ナ
ギ

ハ
タ
式
｣
農
耕
が
東
日
本
に
広
が

っ
た
の
だ
ろ
う

か
.

7
万
､
縄
文
中
期
の

｢
サ
rl
イ
モ
｣
農
耕
に
つ
い
て
は
藤
森
栄

一
説
が
あ
る
が
､
縄
文
期
の

｢
サ
rl
イ
モ
｣
農
耕
を
証
明
す
る
考
古
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図7 アジア東部の農耕区

学
的
な
証
拠
は
末
だ
発
見
さ
れ
て
い

な
い
｡

最
近
で
は
佐

々
木

･
中
尾
の
言
う

｢照
葉
樹
林
文
化
論
｣
に
は
批
判
的

な
論
者
が
現
わ
れ
て
い
る
｡
前
述
の

大
林
は
'
日
本
神
話
の
中
で

｢
ウ

ケ

モ
チ
神
｣

の
死
体
か
ら
転
生
す
る
穀

物
が
､
現
在
の
日
本
の
畑
作
の
代
表

的
な
作
物
で
あ
る
の
に
､
そ
の
中
に

里
芋
が
な
い
こ
と
か
ら
､
里
芋
を
畑

作
の
シ
ン
ボ

ル
と
す

る
考
え
に
疑
問

由1ヽ.u

を
呈
し
て
い
る
｡
ま
た
自
然
地
理
学

t5一
ハur

の
高
谷
好

一
の
議
論
も
そ
の

一
つ
で

あ
る
｡
高
谷
は
東
南
ア
ジ
ア
の
稲
作

に
関
連
し
て
､
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
要

素
が
セ
ン
タ
ー
に
流
れ
込
み
､
そ
こ

か
ら

一
括
し
て
各
地
に
伝
播
す
る
と

い
う
考
え
を
拒
否
し
､
む
し
ろ
､
自
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然
条
件
に
適
し
た
と
こ
ろ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
物
が
伝
播
す
る
と
し
て
い
る
｡

高
谷
は

｢東
ア
ジ
ア
の
農
耕
区
｣
(図
7
参
照
)
を
北
か
ら
､
旧
満
州
の

｢
ヒ
エ
･
ソ
バ
区
｣
､
華
北
の

｢キ
ビ

･
ム
ギ
区
｣
､
華
中

･
華

南
の

｢移
植
水
稲
区
｣
､
さ
ら
に
環
太
平
洋
の

｢イ
モ
･
ア
ワ
区
｣
と
し
､
佐
々
木
が
照
葉
樹
林
焼
畑
農
耕
の
日
本
に
お
け
る
典
型
と
位
置

付
け
た
南
九
州
や
四
国
の

｢
コ
バ
｣
式
農
耕
の
世
界
を
､
む
し
ろ

｢イ
モ
･
ア
ワ
区
｣
に
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
南
か
ら
順
に
､

ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
島

･
フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島

･
台
湾

･
薩
南
列
島

･
南
九
州

･
南
四
国

･
紀
伊
半
島

･
東
海

･
伊
豆
七
島
と
太
平
洋
の
西
側
を

取
り
囲
む
よ
う
に
連
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
高
谷
は

｢
ナ
ギ

ハ
タ
｣
の
分
布
域
を
含
む
山
陰

･
北
陸

･
中
部
山
岳

･
北
関
東

･
東
北

･
北
海
道
渡
島
地
方
全
体
を
旧
満
州
中

心
の

｢
ヒ
エ
･
ソ
バ
区
｣
に
含
め
､
縄
文
期
の
東
北
に
ソ
バ
が
見
ら
れ
る
の
を
､
こ
の

｢
ヒ
エ
･
ソ
バ
区
｣
か
ら
説
明
し
て
い
る
｡
こ
れ

は
佐
々
木

･
中
尾
の
言
う
ナ
ラ
林
文
化
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
な
お
中
尾
に
よ
れ
ば
､
雑
穀
の
ソ
バ

･
ヒ
エ
･
ア
ワ
な
ど
は
イ
ン

ド
の
雑
穀
栽
培
セ
ン
タ
ー
か
ら
照
葉
樹
林
帯
の
東
亜
半
月
弧
に
も
た
ら
さ
れ
､
そ
こ
か
ら
日
本
に
伝
わ

っ
た
と
し
て
い
る
が
､
北
の
道
を

考
え
る
人
は
､
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
伝
わ
り
北
ア
ジ
ア
廻
り
で
東
北
に
伝
播
し
た
と
し
て
お
り
､
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
｡

ま
た
高
谷
は
､
瀬
戸
内
か
ら
畿
内
に
か
け
て
を

｢移
植
水
稲
区
｣
と
し
た
の
は
､
こ
こ
の
土
壌
が
水
稲
に
適
し
た
花
嵐
岩
の
地
帯
で
あ

る
か
ら
と
し
､
弥
生
の
水
稲
文
化
が
､
縄
文
晩
期
の
凸
帯
文
土
器
の
世
界
に
急
速
に
進
展
し
た
の
を
､
土
壌
学
的
な
立
場
か
ら
説
明
し
直

し
て
お
り
､
さ
ら
に
こ
の

｢移
植
水
稲
区
｣
が
北
の

｢
ヒ
エ
･
ソ
バ
区
｣
と
南
の

｢イ
モ
･
ア
ワ
区
｣
を
押
し
退
け
る
格
好
で
貫
入
し
て

い
る
と
し
て
､
日
本
の
農
耕
区
や
弥
生
の
稲
作
の
問
題
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
佐
々
木

･
中
尾
が
照
葉
樹
林
帯
と
し
て

一
括

し
て
捉
え
て
い
た
も
の
を
､
高
谷
は

｢キ
ビ

･
ム
ギ
区
｣
｢移
植
水
稲
区
｣
｢イ
モ
･
ア
ワ
区
｣
の
三
つ
に
分
解
し
た
わ
け
で
あ
る
｡

一
方
植
物
系
統
分
類
学
の
堀
田
満
に
よ
る
と
､
サ
ト
イ
モ
の
う
ち
熱
帯
域
に
分
布
す
る
2
倍
体
の
-
カ
シ
キ
群
は
沖
縄
か
ら
西
南
日
本

に
か
け
て
分
布
し
､
温
暖
帯
に
分
布
す
る
も
の
に
は
､
2
倍
体
の
セ
ン
チ
ク
群
と
3
倍
体
の
コ
イ
モ
群
な
ど
が
あ
り
､
前
者
は
九
州
や
四
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蜘

国
の
焼
畑
で
栽
培
さ
れ
､
後
者
は
特
に
低
温
に
強
-
､
中
国
大
陸
か
ら
日
本
に
か
け
て
栽
培
さ
れ
て
い
る
と
い
う
｡
と
な
る
と
､
高
谷
の

言
う

｢イ
モ
･
ア
ワ
区
｣
は
熱
帯
域
に
分
布
す
る
ミ
カ
シ
キ
群
な
ど
に
対
応
し
､
東
北
の

｢芋
煮
会
｣
の
イ
モ
ノ
コ
は
弥
生
文
化
と
共
に

中
国
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
､
低
温
に
強
-
､
温
暖
帯
に
分
布
す
る
コ
イ
モ
群
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡nU爪ur

以
上
の
よ
う
な
批
判
に
応
え
た
結
果
な
の
か
､
佐
々
木
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
を

『縄
文
文
化
と
日
本
人
』
に
纏
め
る
に
際
し
て
､
｢非
稲

作
文
化
｣
の
代
表
を
､
こ
れ
ま
で
畑
作
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
述
べ
て
い
た

｢里
芋
｣
か
ら
､
ク
ズ

･
ワ
ラ
ビ

･
ヤ
マ
ノ
イ
モ
･
ウ
バ

ユ
リ

･
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
な
ど
の

｢野
生
の
イ
モ
類
｣
に
か
え
､
こ
れ
ら
を
堅
果
類
と
並
ぶ
縄
文
時
代
の
主
要
な
食
料
と
し
て
し
て
い
る
｡

四

坪
井
の

｢イ
モ
正
月
｣

柳
田
国
男
が
日
本
民
俗
学
と
い
う
新
し
い
学
問
体
系
の
創
設
を
目
指
し
､
自
ら
の
学
問
の
中
心
に
稲
作
農
民
で
あ
る

｢定
民
｣
を
想
定

し
､
学
問
の
課
題
を
稲
作
文
化
の
解
明
に
設
定
し
た
こ
と
に
対
し
て
､
柳
田
の
晩
年
の
弟
子
､
坪
井
洋
文
は
､
日
本
に
は

｢稲
を
選
ん
だ

日
本
人
｣
と
共
に

｢稲
を
選
ば
な
か
っ
た
日
本
人
｣
も
ま
た
存
在
す
る
と
し
'
日
本
民
俗
学
の
枠
観
み
そ
の
も
の
を
問
い
直
し
た
の
で
あ

る
｡
中
で
も
､
坪
井
の

｢
い
も
正
月
｣
論
は
､
初
期
の
柳
田
が
主
張
し
た

｢山
人
｣
の
世
界
を
改
め
て
捉
え
直
そ
う
と
の
試
み
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
青
森
県
の
人
に
､
｢《
い
も
》
と
聞
い
て
､
貴
方
は
ど
ん
な
芋
を
連
想
し
ま
す
か
｣
と
聞
-
と
､
青
森
県
は

｢山
芋

｣

の
産
地

な
の
だ
が
､
｢ジ
ャ
ガ
イ
モ
｣
と
の
答
え
が
返

っ
て
-
る
と
い
う
｡
も
ち
ろ
ん
北
海
道
の
人
か
ら
の
答
え
は
､
｢ジ
ャ
ガ
イ
モ
｣
と
な
る
｡

し
か
し

｢芋
煮
会
｣
の
盛
ん
な
山
形
や
宮
城
の
人
も
､
《
い
も
》
と
は

｢ジ
ャ
ガ
イ
モ
｣
だ
と
答
え
る
の
だ
そ
う
だ

(図
8
参
照
)
｡
｢ジ
ャ

ガ
イ
モ
｣
の
原
産
地
は
新
大
陸
で
､
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
る
新
大
陸
の
発
見
以
降

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
経
由
し
て
江
戸
時
代
の
日
本
に
伝
わ

っ
た

も
の
で
､
青
森
県
下
北
半
島
の

｢ジ
ャ
ガ
イ
モ
｣
栽
培
に
は
北
海
道
の
開
拓
と
の
同
時
代
性
が
感
じ
ら
れ
る
｡
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図8 イモの意味

ま
た
日
本
国
内
に
は
､
《
い
も
》
と
は

｢さ

つ
ま
い
も
｣
だ
､
と
す
る
地
域
も
存
在
す
る
｡

｢さ
つ
ま
い
も
｣
が
中
国

･
琉
球
を
経
て
江

戸
時
代
の
日
本
に
伝
わ
り
､
青
木
昆
陽
の
活

躍
に
ょ
り
各
地
に
植
え
ら
れ
､
多
-
の
飢
健

を
救

っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対

し
て
､
北
関
東
の
茨
城

･
栃
木
等
の
人
た
ち

に
質
問
を
す
る
と
､
《
い
も
》
と
は

｢里
芋
｣

だ
と
い
う
｡
｢ジ
ャ
ガ
イ
モ
｣
や

｢さ
つ
ま
い

も
｣
を
作

っ
た
り
食
べ
た
り
し
な
い
の
で
は

な
-
､
生
活
に
馴
染
の
深
い
の
は
圧
倒
的
に

｢里
芋
｣
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､

現
在
の
東
北
と
北
関
東
と
の
間
に
は

｢ジ
ャ
ガ
イ
モ
｣
と
｢里
芋
｣
と
い
う
対
比
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
予
備
知
識
を
も
と
に
､
次
に
坪
井
が
明
ら
か
に
し
た

｢
い
も
名
月
｣
や

｢餅
な
し
正
月
｣
｢
い
も
正
月
｣
を
紹
介
し
た
い
｡
｢里

芋
｣
の
収
穫
祭
を
秋
の

｢お
月
見
｣
｢
い
も
名
月
｣
と
し
て
行
う
習
慣
は
､
坪
井
の
調
査
に
よ
れ
ば
､
南
東
北
を
北
限
と
し
落
葉
広
葉
樹
林

田

帯
も
含
め
日
本
各
地
に
ほ
ぼ
均
等
に
見
ら
れ
る
と
い
う

(図
3
参
照
)
｡
ま
た
大
林
に
よ
れ
ば
'
中
国
大
陸
に
お
い
て
も
秋
の

｢お
月
見
｣

の
風
習
は
広
-
見
ら
れ
る
と
い
う
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
の
風
習
は
､
佐
々
木
が
強
調
す
る
'
照
葉
樹
林
焼
畑
農
耕
に
固
有
な
農
耕
儀
礼
で
は
な

-
'
む
し
ろ
大
陸
伝
来
の
弥
生
文
化
と
関
連
し
､
弥
生
文
化
の
伝
播
と
共
に
全
国
化
し
た
畑
作
儀
礼
､
水
田
稲
作
を
補
完
す
る
畑
作
の
儀
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正月に餅を食べることをタブーとする分布

礼
と
考
え
て
良
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
rJ

｢餅
な
し
正
月
｣
と
は
､
坪

井
の
定
義
に
従
え
ば

｢餅
｣
を

タ
ブ

ー
視
し
正
月
に
餅
を
食
べ

な
い
風
習
で
､
日
本
に
国
家
が

成
立
し
て
以
来
､
公
の
性
格
を

持
ち
続
け
た
稲
作
文
化
の
象
徴

｢餅
正
月
｣
に
対
抗
的
な
こ
と

に
特
徴
が
あ
り
､
坪
井
の
民
俗

調
査
に
よ
れ
ば
､
現
在
こ
の
風

習
は
京
都
を
中
心
に
ド
ー
ナ
ツ

状
に
展
開
し
､
近
畿
圏
に
は
存
在
し
な
い
が
､
東
で
は
栃
木

･
群
馬

･
埼
玉

･
長
野
等
々
､
西
で
は
和
歌
山

･
愛
媛

･
岡
山
等
々
の
地
域

に
限
ら
れ
､
そ
れ
よ
り
遠
方
の
北
東
北
や
北
陸
地
方

･
九
州
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う

(図
9
参
照
)
0

坪
井
は
国
家
が
民
衆
に
強
要
す
る
儀
礼
と
､
民
衆
側
の
こ
れ
に
対
す
る
対
抗
儀
礼
と
を
以

っ
て
民
俗
の
考
察
を
試
み
､
京
都
と
そ
の
周

辺
地
域
を
､
国
家
の
強
要
す
る

｢餅
文
化
｣
に

《
同
化
》
さ
れ
た
地
域
､
｢餅
な
し
正
月
｣
の
あ
る
ド
ー
ナ
ツ
地
域
を
､
同
化
の
圧
力
に
逆

ら
い
､
タ
ブ

ー

《
禁
忌
》
に
よ
り
民
衆
側
の
儀
礼

･
民
俗
が
対
抗
的
に
保
持
さ
れ
た
地
域
､
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
遠
方
を
､
国
家
の
側
の
儀

礼
と
民
衆
側
の
儀
礼
と
が
等
価
値
と
し
て

《
併
存
》
す
る
地
域
と
し
､
理
念
的
に
日
本
の
民
俗
世
界
を
捉
え
る
仮
説
を
提
示
し
た
｡
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他
方

｢
い
も
正
月
｣
と
は
､
正
月
に

｢餅
｣
で
は
な
-

｢里
芋
｣
中
心
の
雑
煮
を
祝
う
風
習
で
､
こ
の
風
習
の
背
景
に
は
､
坪
井
の
主

張
す
る

｢里
芋
の
方
に
米
よ
り
も
優
れ
た
価
値
を
認
め
る
世
界
｣
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
坪
井
の
調
査
に
よ
れ
ば
こ
の

｢
い
も

正
月
｣
の
分
布
域
は

｢
い
も
名
月
｣
の
分
布
域
よ
り
は
る
か
に
限
定
的
で
､
黒
潮
の
流
れ
に
沿
い
､
南
九
州

･
四
国

･
紀
伊
半
島

･
東
海

･
伊
豆
七
島

･
北
関
東
と
な
り
'
東
北
地
方
と
中
国
地
方
の
全
域
や
日
本
海
岸
の
北
陸

･
北
九
州
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
｡

と
も
あ
れ
'
多
少
の
ず
れ
は
あ
る
と
し
て
も
'
北
関
東
や
南
九
州
な
ど
の

｢
い
も
正
月
｣
の
風
習
の
あ
る
世
界
は
､
《
い
も
》
と
は

｢里

芋
｣
だ
と
す
る
世
界
と
重
な
り
'
里
芋
に
大
き
な
価
値
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
.

1
万

｢芋
煮
会
｣
の
な
い

わ
れ
わ
れ
津
軽
か
ら
見
れ
ば
､
｢
い
も
名
月
｣
の
儀
礼
を
持
つ

｢芋
煮
会
｣
の
世
界
は
'
里
芋
に
強
い
愛
着
を
持

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
､
歳
初
め
の
正
月
行
事
の
儀
礼
と
し
て
の
重
さ
を
考
え
る
と
'
｢
い
も
正
月
｣
を
祝
う
北
関
東
等
々
の
人
々
の

｢里
芋
｣
に
寄
せ
る
思
い

は
'
秋
の

｢
い
も
名
月
｣
を
祝
う
南
東
北
の
人
々
よ
り
も
遥
か
に
強
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

｢里
芋
｣
を
食
べ
な
い
津
軽
か
ら
､
東
北
の

｢芋
煮
会
｣
を
追
及
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
､
｢里
芋
｣
に
決
定
的
な
価
値
を
認

め
る

｢
い
も
正
月
｣
の
世
界
を
考
え
る
と
､
｢
い
も
正
月
｣
と
は

｢里
芋
｣
の
収
穫
祭
を
秋
の

｢お
月
見
｣
か
ら
歳
初
め
の

｢正
月
｣
に
ず

ら
し
た
も
の
と

一
応
は
考
え
て
み
る
こ
と
も
出
来
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
先
に
考
え
た
よ
う
に
､
｢
い
も
名
月
｣
を
弥
生
文
化

･
稲
作
文

化
に
付
随
し
た
秋
の
里
芋
の
収
穫
儀
礼
と
仮
定
す
る
と
､
｢
い
も
正
月
｣
と
は
､
そ
の
弥
生
文
化

･
稲
作
文
化
に
先
立
つ
畑
作
文
化
の
儀

礼
､
佐
々
木
の
い
う
日
本
列
島
に
上
陸
し
た
第

一
派
の
農
耕
文
化
､
か
つ
て
の
照
葉
樹
林
焼
畑
農
耕

･
縄
文
農
耕
の
文
化
を
今
に
伝
え
る

も
の
と
想
像
し
て
み
た
-
な
る
｡

な
お
注
目
す
べ
き
は
､
こ
の

｢
い
も
正
月
｣
の
分
布
域
が
佐
々
木
の
注
目
し
た

｢

コ
バ
｣

の
分
布
地
域
を
含
み
､
高
谷
の
言
う

｢イ
モ

･
ア
ワ
区
｣
を
中
心
と
し
'
そ
こ
か
ら
北
方
に
広
が
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢
い
も
正
月
｣
が
縄
文
農
耕
と
関
係
が
深
い
と
仮
定

す
れ
ば
'
縄
文
農
耕
は

｢イ
モ
･
ア
ワ
区
｣
の
分
布
域
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
黒
潮
の
流
れ
に
沿

っ
て
日
本
列
島
に
上
陸
し
た
と
想
像
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で
き
そ
う
で
､
こ
れ
は
ま
た
､
か
つ
て
柳
田
の
考
え
た

｢海
上
の
道
｣
で
も
あ
る
｡
こ
の
道
が
､
赤
米
を
含
む
雑
穀
農
耕
の
道
で
あ
る
と

す
る
考
え
は
､
次
第
に
市
民
権
を
得
る
方
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡

と
も
あ
れ
以
上
か
ら
､
日
本
に
お
け
る
里
芋
の
栽
培
前
線
は
次
の
よ
う
に
北
上
し
た
と
纏
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
｡

一

縄
文
時
代
に
は
､
高
谷
の
名
付
け
た

｢イ
モ
･
ア
ワ
区
｣
か
ら
､
さ
ら
に
北
上
し
て
坪
井
の
い
う

｢
い
も
正
月
｣
の
分
布
域
に
か
け

て
の
線
に
｡

二

古
墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
､
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
境
界
線
上
に
ま
で
稲
作
と
共
に

｢里
芋
｣
の
北
限
は
北
上
し
た
｡

三

現
在
は
､
こ
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
境
界
線
よ
り
凡
そ

一
〇
〇
血
北
方
に

｢里
芋
｣
の
境
界
線
が
走

っ
て
い
る
｡

五

ア
イ
ヌ
語
地
名

人
間
生
活
を
維
持
し
て
行
-
に
必
要
な
熱
源
は
､
狩
猟
採
取
の
時
代
で
も
デ
ン
プ
ン
食
に
よ
っ
て
お
り
､
縄
文
時
代
の
狩
猟
採
取
経
済

に
お
い
て
ほ
､
女
性
の
行
う
木
の
実
な
ど
の
採
取
に
よ
っ
て
い
た
｡
日
常
食
が
女
性
労
働
に
依
存
し
て
い
た
の
に
対
し
､
蛋
白
質
中
心
の

ハ
レ
の
目
の
御
馳
走
は
､
男
性
の
行
う
狩
猟
に
よ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
狩
猟

･
採
取
社
会
は
男

･
女
の
性
に
基
づ
く
分
業
に

よ
っ
て
成
り
立
ち
､
原
始
的
な
農
耕
文
化
に
お
い
て
も
こ
の
男
女
間
の
分
業
は
続
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

一
方
､
弥
生
か
ら
古
墳
時
代
に
か

け
て
本
格
的
な
農
耕
文
化
の
時
代
に
な
る
と
､
こ
の
男
女
間
分
業
は
終
わ
り
､
両
者
は
共
に
農
業
労
働
に
専
念
す
る
こ
と
と
な

っ
た
｡

古
墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
北
東
北
に
は
､
土
師
器
や
後
期
古
墳
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
当
時
の
北
東
北
の
蝦
夷
た
ち
は

ア
ワ
･
ヒ
エ
･
ソ
バ

･
山
芋
な
ど
を
栽
培
す
る
農
耕
民
で
あ

っ
た
と
の
伝
統
的
な
見
方
が
あ
る
｡
し
か
し
､
稲
作
は
も
と
よ
り
里
芋
栽
培



里芋とアイヌ語地名

38

も
伴
わ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
､
そ
の
原
始
農
耕
の
担
い
手
は
女
性
で
､
生
活
に
必
要
な
熱
源
の
デ
ン
プ
ン
は
､
基
本
的
に
は
縄
文
時
代
と

の

変
わ
ら
ず
､
木
の
実
な
ど
に
大
き
-
依
存
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
か
ら
当
時
の
蝦
夷
は
､
東
北
考
古
学
の
工
藤
雅
樹

の
言
う
よ
う

に
､
縄
文
時
代
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
文
化
､
｢続
縄
文
文
化
｣
の
中
に
あ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

と
も
あ
れ
弥
生
時
代
後
期
以
降
､
古
墳
時
代

･
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
お
よ
そ
八
〇
〇
年
間
､
気
候
は
冷
涼
化
し
､
そ
れ
に
伴
い
稲
作

4<>

前
線
は
南
下
し
た
が
､
次
の
平
安
時
代
に
な
る
と

｢平
安
海
進
｣
の
言
葉
が
あ
る
-
ら
い
に
気
候
は
温
暖
化
し
､
東
北
の
稲
作
前
線
は
再

び
北
上
し
た
｡
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
､
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
境
界
線
は
､
稲
作
と

｢里
芋
｣
栽
培
の
北
限
と
し
て
八
〇
〇
年
間
に

わ
た
り
東
北
地
方
を
南
北
に
分
割
し
て
お
り
､
こ
の
線
は
本
格
的
な
農
耕
を
基
盤
と
す
る
弥
生

･
古
墳
文
化
の
社
会
と
縄
文
以
来
の
狩
猟

採
取

･
原
始
農
耕
社
会
と
を
分
か
つ
南
北
の
境
界
線
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

ア
イ
ヌ
語
地
名
の
境
界
線
を
は
さ
ん
で
､
八
〇
〇
年
の
間
二
つ
の
社
会
は
相
対
峠
し
て
い
た
｡
こ
の
こ
と
を
北
海
道
考
古
学
の
藤
本
強

は
､
｢農
耕
が
開
始
さ
れ
て
以
来
､
農
耕
社
会
は
採
取
社
会
を
侵
略
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
拡
大
し
た
｣
｢弥
生
文
化

･
古
墳
文
化
は
縄
文
文

化
の
採
取
社
会
を
破
壊
し
っ
つ
東
北
進
し
た
｣
と
し
､
さ
ら
に
農
耕
社
会
は

｢東
北
南
部
ま
で
ほ
比
較
的
短
期
間
に
進
出
し
た
が
､
そ
れ

田

よ
り
北
に
は
き
わ
め
て
ゆ

っ
-
り
し
た
形
で
進
む
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は

一
つ
に
は
気
候
条
件
が
大
き
な
原
因
と
な

っ
て
い
よ
う
｣
と
説

明
し
て
い
る
｡
こ
の
長
期
間
に
わ
た
る
対
崎
の
事
実
が
､
境
界
線
以
北
の
住
人
=
蝦
夷
が
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
残
し
た
理
由
と
考
え
ら
れ
る
｡

形
質
人
類
学
で
は
､
蝦
夷

(え
み
し
)
も
ア
イ
ヌ
も
共
に
旧
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
に
属
す
縄
文
人
の
直
系
の
子
孫
で
あ
り
､

一
方
､
現
在
の

日
本
人

･
和
人
は
弥
生
時
代
に
大
陸
よ
り
日
本
列
島
に
移
住
し
た
新
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
に
属
す
弥
生
人
と
先
住
民
族
の
縄
文
人
と
の
混
血
に

ょ
る
と
さ
れ
､
後
に
な

っ
て
､
東
北
の
蝦
夷
は
和
人
化
し
､
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
は
和
人
と
は
別
な
民
族
に
小
進
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

と
す
る
と
､
縄
文
語
と
蝦
夷
語
と
ア
イ
ヌ
語
の
三
者
は
非
常
に
近
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
､
ア
イ
ヌ
語
地
名
は
こ
の
地
域
に
長
-
か
ら
生
活

し
て
い
た
人
々
-
縄
文
人
=
蝦
夷
の
付
け
た
も
の
､
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡
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｢は
し
が
き
｣
で
述
べ
た
よ
う
に
､
大
林
は

｢
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
境
界
線
に
対
応
す
る
も
の
は
な
い
｣
と
し
て
い
る
が
､
私
の
目
に

入
っ
た
も
の
を
最
後
に
二
､
三
挙
げ
る
こ
と
で
こ
の
考
察
を
閉
じ
た
い
｡

r

ま
ず
取
｡
上
げ
る
べ
き
は
､

l
般
言
語
学
の
浅
井
亨

｢蝦
夷
語
の
こ
B
J
で
あ
る
o
浅
井
は
､
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
の
結
果
か
ら
､
ア

イ
ヌ
語
地
名
の
境
界
線
は
言
語
面
で
も
大
き
な
断
層
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
と
し
､
そ
こ
か
ら
世
の
常
識
に
対
し
て

｢北
部
東
北
方

言
は
異
質
か
｣
と
挑
戦
的
な
問
い
を
立
て
､
｢少
な
-
と
も
東
北
北
部
と
東
北
南
部
は
か
な
り
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
別
の
文
化
圏
で
は

な
か
っ
た
か
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
論
文
は
大
林
の
編
集
し
た

『蝦
夷
』
と
い
う
本
に
収
録
さ
れ
て
お
り
､
大
林
が
こ
の
論
文
を
取
り

上
げ
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
O

浅
井
の
研
究
は
衝
撃
的
で
､
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
問
題
と
の
関
連
な
ど
､
多
-
の
可
能
性
を
秘
め
た
新
し
い
研
究
分
野
を
切
り
開
-
も
の

と
思
わ
れ
る
が
､
今
の
と
こ
ろ
浅
井
の
研
究
を
引
き
継
ぐ
べ
き
言
語
学

･
方
言
学
の
研
究
は
な
い
よ
う
で
､
残
念
で
あ
る
｡

一
方
､
考
古

学
の
藤
本
強
は
浅
井
の
こ
の
議
論
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
ら
し
く
､
藤
本
は
浅
井
の
議
論
を
度
々
引
用
し
て
い
る
｡
他
方
大
林
が
､

敢
え
て
浅
井
の
こ
の
議
論
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
の
は
､
あ
る
い
は
山
田
秀
三
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
議
論
に
こ
れ
が
含
ま
れ
る
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
｡

S

jI

次
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
､
出
口
晶
子
の
日
本
の
船
に
つ
い
て
の
研

究
で
あ
る
.
日
本
列
島
に
お
け
る
丸
木
船
か
ら
構
造
船

へ
の
発

展
を
技
術
面
で
整
理
す
る
と
､
日
本
列
島
は
三
つ
の
領
域
に
区
分
で
き
る
と
し
､
米
代
川
以
北
の
北
東
北
と
北
海
道
､
サ
ハ
リ
ン
､
沿
海

州
､
ア
ム
ー
ル
河
河
口
な
ど
を
Ⅰ
と
し
､
奄
美
大
島
以
南
を
Ⅲ
と
し
､
東
北
南
部
か
ら
-
カ
ラ
列
島
ま
で
を
朝
鮮
半
島
を
含
め
Ⅰ
と
し
て

い
る
｡
Ⅰ
と
Ⅲ
は
丸
木
船
に
舷
側
板
を
取
付
け
る
地
帯
で
､
Ⅰ
は
丸
木
船
に
船
底
板
を
取
付
け
る
地
帯
で
あ
る
と
い
う
｡
米
代
川
以
北
は

蝦
夷
の
地
で
あ
る
と
蝦
夷
自
身
が
宣
言
し
た
こ
と
と
の
関
連
を
考
え
る
と
こ
の
境
界
線
も
ま
た
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
｡
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かわらけの地妓圏

図10 陶磁器からみた分布模式図

臼

最
後
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
'
お
酒
を
飲
む
た
め
の
使
い
捨
て
の
土
器
で
､

そ
れ
ゆ
え
都
市
的
な
世
界
の
存
在
を
指
し
示
す

｢か
わ
ら
け
｣
の
分
布
で
あ
る
｡

S

中
世
考
古
学
の
小
野
正

敏
は
京
都
を
中
心
に
､
｢手
づ
-
ね
｣
｢ろ
-
ろ
成
形
｣

が
同
心
円
的
に
分
布
す
る
と
し
て
､
畿
内
と
そ
の
周
辺
お
よ
び
日
本
海
側
に
は

｢手
づ
-
ね
｣
が
､
瀬
戸
内
以
西
と
東
海

･
関
東
に
は

｢ろ
-
ろ
成
形
｣
が
分
布

す
る
の
に
対
し
､
東
北
北
部
か
ら
北
は

｢か
わ
ら
け
｣
の
使
わ
れ
な
い
地
域
と
し
､

脚

工
藤
清
春

は
こ
れ
を

｢無
か
わ
ら
け
地
帯
｣
と
名
付
け
て
い
る
｡
平
安
時
代
の
平

泉
か
ら
ほ

｢か
わ
ら
け
｣
が
大
量
に
見
つ
か
る
の
に
､
な
ぜ
中
世
に
な
る
と
な
く

な
る
の
だ
ろ
う
か
｡
東
北
北
部
が

｢無
か
わ
ら
け
地
帯
｣
で
あ
る
の
は
､
中
世
を

通
じ
て
こ
こ
に
は
都
市
的
な
場
が
な
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
｡
工
藤
の
研
究

は
北
東
北
に
都
市
的
な
場
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
-
､
む
し
ろ

｢か
わ
ら
け
｣

の
代
り
に
中
国
渡
来
の
青
磁

･
白
磁
が
使
用

･
破
棄
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
｡

一
方
､
鎌
倉
時
代
の
終
り
頃
に
北
海
道
の
擦
文
時
代
は
終
る
が
､
そ
れ
と
共
に

北
海
道
か
ら
土
器
は
消
え
､
十
七
世
紀
に
確
立
す
る
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
い
て
も
土

榊

器
づ
く
り
は
な
い
と
い
う
｡
こ
れ
は
大
塚
和

義
の
述
べ
る
よ
う
に
､
東
北
ア
ジ
ア

全
域
に
わ
た
り
十
二
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
､
日
常
生
活
用
具
で
あ

っ
た

土
器
が
忽
然
と
消
え
､
土
器
か
ら

｢樺
皮
文
化
｣

へ
と
い
う
土
器
文
化
と
決
別
す
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る
動
き
と
投
を

一
に
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
､
東
北
北
部
が

｢無
か
わ
ら
け
地
帯
｣
で
あ
る
の
は
､
東
北
ア
ジ
ア
全
域
に
わ
た
る
こ
の

大
き
な
流
れ
に
､
プ

ロ
ト

･
ア
イ
ヌ
の
世
界
の
み
な
ら
ず
北
東
北
も
ま
た
同
時
進
行
的
に
合
流
し
た
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

と
も
あ
れ
､
東
北
地
方
全
体
の
中
世
考
古
の
今
後
の
研
究
に
侯
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

む
す
ぴ

こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
､

三
百
で
言
え
ば
､
北
東
北
に
は

｢里
芋
｣
耕
作
が
欠
如
し
て
い
た
と
い
う

｢里
芋
｣
欠
如
論
で
あ

り
､
｢里
芋
｣
を
持
つ

｢本
当
の
日
本
｣
か
ら
北
東
北
は
仲
間
は
ず
れ
に
な

っ
て
い
る
と
す
る
､
憂
欝
な
北
東
北
落
ち
こ
ぼ
れ
論
の

1
つ
で

あ
る
｡
お
そ
ら
-
こ
の
こ
と
が
原
因
な
の
で
あ
ろ
う
､
私
は
伝
統
的
な
蝦
夷
論
に
対
し
､
や
や
特
異
な
立
場
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
工
藤
雅

樹
の
蝦
夷
論
に
､
ひ
か
れ
る
も
の
を
感
じ
て
い
る
｡
し
か
し

｢蝦
夷
と
は
何
か
｣
に
つ
い
て
､
考
古
学
者
た
ち
が
こ
れ
ま
で
長
い
間
に
わ

た
り
繰
り
広
げ
て
き
た
論
争
の
世
界
に
､
こ
こ
で
立
ち
入
る
の
は
今
は
差
し
控
え
､
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
｡

と
こ
ろ
で
坪
井
洋
文
の
議
論
に
よ
れ
ば
､
｢稲
を
選
ん
だ
日
本
人
｣
だ
け
が
日
本
人
な
の
で
は
な
-
､
｢稲
を
選
ば
な
か
っ
た
日
本
人
｣

も
ま
た
日
本
人
で
あ
る
と
な
る
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
実
際
に
坪
井
が

｢稲
を
選
ば
な
か
っ
た
日
本
人
｣
の
儀
礼
食
物
と
し
て
挙
げ
て
い

る
も
の
が

｢
い
も
｣
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
結
果
と
し
て
日
本
人
と
は

｢稲
を
選
ん
だ
日
本
人
｣
と

｢
い
も
を
選
ん
だ
日
本
人
｣
の
二

種
類
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
坪
井
は
前
者
の
民
俗
を

｢オ
ホ
-
タ
カ
ラ
ノ
ア
リ
カ
タ
｣
､
後
者
を

｢ク
ニ
ブ
リ
｣
と
名

付
け
て
い
る
｡

し
か
し
､
北
東
北
の
蝦
夷
は
こ
の
二
つ
か
ら
共
に
排
除
さ
れ
て
お
り
､
ど
ち
ら
に
も
属
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
と
な
る
と

｢稲
と
共

に
イ
モ
も
選
ば
な
か
っ
た
日
本
人
｣
､
第
三
番
目
の
日
本
人
の
儀
礼
食
物
は
何
か
､
坪
井
に
倣

っ
て
こ
の
よ
う
な
問
い
を
提
起
す
る
こ
と
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が
許
さ
れ
よ
う
｡
こ
れ
が
本
稿
を
締
め
-
-
る
に
当
た
っ
て
､
わ
れ
わ
れ
が
今
こ
こ
で
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
新
し
い
学
問
的
な
課
題

で
あ
る
｡
こ
の
問
題
に
つ
い
て
多
少
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
留
め
､
別
の
機
会
に
改
め
て
論

ず
る
こ
と
に
し
た
い
｡

と
こ
ろ
で
､
柳
田
国
男
が
日
本
民
俗
学
の
構
想
を
打
ち
立
て
る
に
際
し
て
､
日
本
人
=
稲
作
民
と
し
､
｢稲
を
選
ん
だ
日
本
人
｣
=
常
民

の
民
俗
を
解
明
す
る
こ
と
を
以

っ
て
学
問
の
課
題
と
し
､
稲
の
ル
ー
ツ
を

｢海
上
の
道
｣
と
し
て
南
に
求
め
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
が
､

一
方
初
期
の
柳
田
は

｢遠
野
物
語
｣
な
ど
で
､
常
民
論
で
は
な
-
山
人
論
を
展
開
し
て
い
た
｡
し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
も
､

柳
田
の
世
界
の
な
か
に
は
､
ア
イ
ヌ
･
蝦
夷
は
非
稲
作
民
で
あ
る
か
ら
当
然
日
本
人
で
は
な
-
､
日
本
民
俗
学
の
対
象
外
で
あ
る
と
す
る

考
え
が
無
意
識
に
し
ろ
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

つ
ま
り
私
が
今
こ
こ
で
述
べ
た
い
の
は
､
も
と
も
と
柳
田
の
問
題
意
識
の
中
に
は
東
北
以
北
の
北
の
世
界
は
入
っ
て
お
ら
ず
､
ま
し
て
､

ア
イ
ヌ
･
蝦
夷
と
山
人
と
の
比
較
と
い
う
視
角
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
柳
田
の
影
響
下
に
あ
る
日
本

民
俗
学
に
お
い
て
も
､
東
北
は
独
自
な
意
味
を
持
つ
こ
と
な
-
､
単
な
る
日
本
の

一
辺
境
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
､
現
在
に
及
ん
で
い
る

の
で
あ
る
｡
現
在
の
日
本
民
俗
学
が
東
北
の
独
自
な
価
値
を
問
い
､
蝦
夷
の
民
俗
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
の

一
つ
は
､
こ

の
辺
り
に
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

最
近
で
は
､
坪
井
洋
文
の
よ
う
に
柳
田
の
日
本
民
族
=
単

1
民
族
と
す
る
単

l
文
化
論
の
批
判
者
は
多
-
､
こ
の
よ
う
な
考
え
は
学
界

で
多
-
の
支
持
者
を
集
め
て
い
る
が
､
例
え
ば
坪
井
が
岡
山
県
の
出
身
で
あ
る
よ
う
に
､
論
者
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
関
東
以
西
に
偏
在

し
､
ま
た
坪
井
が
揚
子
江
上
流
域
の
民
俗
調
査
を
試
み
た
よ
う
に
､
列
島
か
ら
西
南
の
方
向
に
視
線
を
向
け
な
が
ら
議
論
を
展
開
し
て
い

る
の
が

一
般
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
照
葉
樹
林
文
化
論
を
含
め
て
こ
れ
ら
は
す
べ
て
､
大
き
-
見
れ
ば
柳
田
の
学
問
の
枠
観
み
の
な
か

に
あ
る
の
で
あ
る
｡
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大
林
太
良

｢日
本
の
文
化
領
域
｣
(小
学
館

『
日
本
民
俗
文
化
体
系

-
』
谷
川
健

一
編

『風
土
と
文
化
』

一
九
八
六
年

所
収
､
後
に
大
林
著

『東
と
西

海
と
山
』
小
学
館

-
九
九

〇
年
に
収
錠
｡)

新
野
直
吉

･
山
田
秀
三
編

『北
方
の
古
代
文
化
』
毎
日
新
聞
社
刊

一
九
七
四
年

所
収
｡

｢民
族
論
に
お
け
る
蝦
夷
と
ア
イ
ヌ
｣
(高
橋
富
雄
編

『東
北
古
代
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

二

九
八
六
年
所
収
)
､
『考
古
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

(13)(12日lD(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)

51
』
『城
柵
と
蝦
夷
』

ニ
ュ
ー

･
サ
イ
エ
ン
ス
社

農
山
漁
村
文
化
協
会

一
九
八
八
年
｡

中
公
新
書

一
九
八
四
年
｡

三
四
六
頁
｡

三
二
､
五
二
頁
｡

一
一
八
頁
｡

一
八
三
頁
｡

農
山
漁
村
文
化
協
会

一
九
八
六
年

三
五
六
頁
｡

1
九
八
八
年
､
『古
代
蝦
夷
』
河
出
書
房
新
社

一
九
九
二
年
な
ど
.

農
山
漁
村
文
化
協
会

一
九
八
四
年

三
四
二
､
三
四
三
貞

｢表
-
食
べ
も
の

･
食
べ
方
の
特
徴
に
ょ
る
岩
手
県
の
地
域
区
分
｣
に
よ
る
｡

『稲
を
選
ん
だ
日
本
人
-
-
民
俗
的
思
考
の
世
界
-
-
』
未
来
社

一
九
八
二
年

一
〇
四
頁
｡

同
右

一
〇
四
頁
｡
な
お
､

一
九
八
〇
年
に
国
立
民
族
学
博
物
館
に
お
い
て
行
わ
れ
た

｢日
本
民
族
文
化
の
源
流
の
比
較
研
究
｣
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
お
い
て
､
宮
本
常

1
は

｢
コ
メ
を
食
べ
る
よ
う
に
な

っ
て
副
食
が
発
達
し
た
の
で
あ

っ
て
､
そ
れ
以
前
に
は
ど
う
も
副
食
と
主
食
と
は
区
別

せ
ら
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
か
っ
た
｣
と
し
て
､
｢里
芋
｣
を
主
食
と
す
る
在
り
方
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢九
州
か
ら
天
竜
の
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
い
る
古
生
層
が
ず

っ
と
通

っ
て
い
る
地
帯
で
す
ね
､
あ
そ
こ
に
行
き
ま
す
と
､
例
の
サ
ー
イ
モ
文
化
圏

に
な

っ
て
､
サ
ー
イ
モ
が
ず
う

っ
と
出
る
｡
こ
れ
も
み
な

コ
イ
モ
系
の
や
つ
で
､
小
さ
い
わ
け
で
す
｡
ず
う

っ
と
戦
前
の
話
で
す
が
､
ど
こ
で
も

食
べ
さ
せ
て
も
ら

っ
た
の
で
記
憶
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
､
あ
れ
､
ま
ず
茄
で
ま
す
ね
｡
そ
れ
か
ら
豆
腐
を
つ
-
り
ま
す
､
か
た
い
豆
腐
で
す
｡
そ

れ
を
交
互
に
串
ざ
L
に
し
ま
し
て
､
そ
の
上

へ
醤
油
と
か
味
噌
を
塗
り
ま
し
て
､
い
ろ
り
の
そ
ば

へ
立
て
て
焼
き
ま
す
｡
焼
い
た
や
つ
を
ロ
で
し

ご
い
て
食
べ
な
が
ら
､
お
茶
を
飲
む
ん
で
す
｡
ほ
か
は
何
も
食
べ
ま
せ
ん
｡
そ
れ
を
､
し
き
り
に
い
ま
話
の
出
て
い
る
大
塔
村
の
篠
原
､
そ
の
北

側
の
天
ノ
川
谷
か
ら
ず
う

っ
と
下

っ
て
き
た
当
た
り
高
野
の
あ
た
り
ま
で
｡
そ
れ
か
ら
､
海
を
超
え
て
木
頭
､
祖
谷
山
､
大
豊
､
寺
川
､
そ
の
向
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鋤 伽)QゆC27)鮒 鍋 糾 623)e2)GWCZQ) (1g)(1ゆ(17日lQ(lS)(10

う
側
へ
越
え
て
宇
和
島

へ
､
そ
れ
で
皆
ず
う

っ
と
い
っ
て
今
度
は
椎
葉
の
北
の
あ
た
り
ま
で
そ
う
い
う
食
事
を
し
て
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で

す
｡
｣
(佐
々
木
高
明
編

『
日
本
農
耕
文
化
の
源
流
』
日
本
放
送
出
版
協
会

l
九
八
三
年

四

一
七
頁
o)

青
森
県
文
化
財
保
護
協
会

一
九
九
〇
年
｡

｢稲
作
技
術
と
弥
生
の
農
業
｣
(中
央
公
論
社

『
日
本
の
古
代

4
』
森
浩

一
編

『縄
文

･
弥
生
の
生
活
』

一
九
八
六
年

所
収
｡)

N
H
X
ブ
ッ
ク
ス

一
九
七

一
年
｡

中
公
新
書

一
九
七
六
年
｡

大
林
太
良

『東
と
西

海
と
山
』
(前
江
川
参
照
)

一
八
四
京
｡

｢水
田
が
拓
か
れ
る
と
き
-
-
東
南
ア
ジ
ア
の
農
業
に
弥
生
稲
作
の
ル
ー
ツ
を
見
る
｣
(集
英
社

『
日
本
古
代
史

5
』
佐
原
真
編
集

『豊
鏡
の

大
地
』

一
九
八
六
年

所
収
｡
)

｢イ
モ
型
有
用
植
物
の
起
源
と
系
統
｣
(佐
々
木
高
明
編

『
日
本
農
耕
文
化
の
源
流
』
日
本
放
送
出
版
協
会

一
九
八
三
年

所
収
｡)

佐
々
木
高
明

『縄
文
文
化
と
日
本
人
-
-
日
本
基
層
文
化
の
形
成
と
継
東
』
小
学
館

一
九
八
六
年
｡

『正
月
の
来
た
道
』
小
学
館

一
九
九
二
年
｡

前
注

刷参
照
｡

｢民
族
論
に
お
け
る
蝦
夷
と
ア
イ
ヌ
｣
(高
橋
富
雄
編

『東
北
古
代
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八
六
年

所
収
｡)

『縄
文
文
化
の
研
究
6
』
『続
縄
文

･
南
島
文
化
』
(雄
山
閣
出
版

一
九
八
二
年
)
の

｢総
論
｣
､
『
U
p
考
古
学
選
書
2
』
『も
う
二
つ
の
日
本

文
化
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
八
年
｡

大
林
太
良
編

『蝦
夷
』
｢
シ
リ
ー
ズ
日
本
古
代
文
化
の
研
究
｣
社
会
思
想
社

-
九
七
九
年

所
収
｡

｢日
本
の
伝
統
的
船
舶
の
系
譜
｣
『海
と
列
島
文
化
10
』
『海
か
ら
見
た
日
本
文
化
』
小
学
館

一
九
九
二
年

所
収
｡

｢城
館
出
土
の
陶
磁
器
が
表
現
す
る
も
の
｣
石
井
進

･
萩
原
三
雄
編

『中
世
の
城
と
考
古
学
』
新
人
物
往
来
社

一
九
九

一
年

所
収
｡

｢東
北
北
半
の
城
館
-
-
中
世
後
期
に
お
け
る
｣
石
井
進

･
萩
原
三
雄
編

『中
世
の
城
と
考
古
学
』
所
収
.

｢ア
イ
ヌ
文
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
｣
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図の出典

図 1 山田秀三 ｢アイヌ語族の居住範囲｣[『北方の古代文化』(荏(2)参照)所収｡]
図2 大野晋 『日本語の起源』岩波新書 1957年｡

図3 坪井洋文 ｢万葉時代の地域社会 (東国編)｣[『イモと日本人』未来社 1979年

所収｡]

図4 『秋田の食事』(荏(10)参照)｡

図5 『岩手の食事』(症(川参照)｡

図 6 『続 ･照葉樹林文化』中公新書 (症(17)参照)O

図7 高谷好一 ｢水田が拓かれるとき｣[『豊能の大地』(荏(lg)参照)所収｡]

図8 徳川宗賢編 『日本の方言地図』中公新書 1979年｡

図9 坪井洋文 ｢万葉時代の地域社会 (東国編)｣[『イモと日本人』未来社 1979年

所収｡]

図10 小野正敏 ｢威館出土の陶磁器が表現するもの｣[『中世の城と考古学』(注伽参照)

所収｡]




