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竪
穴
式
住
居
か
ら
チ
セ

竪
穴
式
住
居

北
海
道
に
お
け
る
住
居
の
形
態
と
し
て
一
般
的
に
擦
文
時
代
ま
で
は
竪
穴
式
住
居
が

主
流
で
あ
り
、
そ
の
後
の
ア
イ
ヌ
文
化
成
立
の
過
程
の
中
で
平
地
式
住
居
に
変
化
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
文
化
の
母
体
で
あ
る
擦
文
文
化
の
竪
穴
式
住
居
の
基
本
的
な
形
態
は
、
本
州

の
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
竪
穴
式
住
居
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
壁

構
造
や
上
屋
構
造
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
方
形
に
掘
ら
れ
た
竪
穴
で
あ
る

こ
と
、
壁
に
煙
道
の
付
い
た
カ
マ
ド
を
設
け
た
点
な
ど
が
共
通
し
て
い
る
。
カ
マ
ド
を

設
け
た
壁
が
本
州
で
は
北
側
や
西
側
に
多
い
が
、
北
海
道
で
は
南
側
や
東
側
の
壁
が
多

い
こ
と
、
床
の
中
央
に
炉
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
、
屋
根
が
土
に
よ
っ
て
葺
か
れ
て
い
た

こ
と
な
ど
が
異
な
る
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

カ
マ
ド
の
位
置
の
移
動
は
、
上
屋
構
造
と
煙
道
と
の
関
係
の
中
で
、
冬
季
間
の
北
風

に
対
処
し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
火
に
対
す
る
信
仰
と
太
陽
の

出
入
り
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
東
側
を
神
聖
視
す
る
方
位
観
が
擦
文
時
代
に
萌
芽
し

て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（
宇
田
川
二
〇
〇
〇
）。
床
中
央
の
炉
は
、
暖
を
取
る
た
め
に

欠
く
こ
と
が
で
き
ず
、
土
葺
き
の
屋
根
は
北
海
道
の
冬
季
間
の
厳
し
い
寒
気
を
遮
断
す

る
方
法
と
し
て
擦
文
時
代
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
た
上
屋
構
造
の
一
つ
で
あ
り
、
市
内
の

縄
文
時
代
の
竪
穴
式
住
居
跡
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。な
お
、土
葺
の
竪
穴
式
住
居
は
、

火
山
灰
に
埋
も
れ
た
古
代
の
村
と
し
て
有
名
な
六
世
紀
後
半
の
群
馬
県
の
黒
井
峰
遺
跡

か
ら
も
見
つ
か
っ
て
お
り
、
北
海
道
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。

千
歳
で
は
、
丸
子
山
遺
跡
で
調
査
さ
れ
た
八
世
紀
前
半
の
擦
文
時
代
初
頭
の
竪
穴
住

居
跡
の
カ
マ
ド
が
北
側
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
擦
文
時
代
の
当
初
は
伝
播
し
て
き
た
カ

マ
ド
の
位
置
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
床
中
央
に
は
既
に
炉
が

設
け
ら
れ
て
お
り
、
新
た
な
竪
穴
式
住
居
の
形
態
を
受
け
入
れ
て
い
く
中
で
、
北
海
道

固
有
の
文
化
や
自
然
に
親
和
し
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

市
内
の
末
広
遺
跡
で
は
カ
マ
ド
を
設
け
た
竪
穴
式
住
居
の
ほ
か
に
、
カ
マ
ド
が
な
く

床
に
炉
の
み
が
あ
り
、
主
柱
穴
が
な
い
比
較
的
掘
り
込
み
の
浅
い
竪
穴
式
住
居
が
並
存

す
る
。
こ
の
掘
り
込
み
の
浅
い
竪
穴
式
住
居
が
造
ら
れ
た
目
的
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
カ
マ
ド
を
設
け
た
竪
穴
式
住
居
に
比
べ
、
屋
根
が
土
葺
き
で
は
な
く
ヨ
シ
葺
で
あ

る
よ
う
に
構
造
的
に
は
軽
易
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
住
居
は
、
後
の
ア

イ
ヌ
文
化
の
平
地
式
住
居
で
あ
る
チ
セ
の
母
体
を
担
っ
た
竪
穴
式
住
居
で
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。
ア
イ
ヌ
文
化
の
チ
セ
の
建
築
に
お
い
て
地
上
で
屋
根
を
単
独
に
作
り
、
立

て
た
柱
の
上
に
そ
の
屋
根
を
の
せ
て
建
て
る
方
法
が
あ
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ

ば
、
こ
の
建
て
方
こ
そ
が
擦
文
時
代
の
主
柱
が
な
い
浅
い
竪
穴
を
覆
っ
て
い
た
屋
根
の

作
り
方
を
受
け
継
い
だ
工
法
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

千
歳
に
は
、
当
時
の
竪
穴
式
住
居
跡
が
地
表
面
に
く
ぼ
地
と
し
て
数
多
く
残
さ
れ
て

お
り
、
観
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
大
規
模
な
竪
穴
群
は
、
千
歳
川
上
流
に
あ
る

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
さ
け
ま
す
セ
ン
タ
ー
千
歳
事
業
所
（
旧
サ
ケ

マ
ス
ふ
化
場
）
近
く
の
千
歳
川
右
岸
低
位
河
岸
段
丘
上
に
あ
る
ウ
サ
ク
マ
イ
Ｃ
遺
跡
で

あ
る
。
測
量
調
査
の
結
果
、
七
五
個
の
く
ぼ
み
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
道
央
部
で
現
存

す
る
最
大
の
竪
穴
群
で
あ
る
。
ま
た
、
市
内
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
竪
穴

式
住
居
跡
も
多
数
に
の
ぼ
る
。
擦
文
時
代
の
平
地
式
建
物
と
し
て
は
、
丸
子
山
遺
跡
で

プ

ア
イ
ヌ
文
化
の
高
床
式
倉
庫
と
同
様
の
柱
穴
の
配
置
を
持
つ
建
物
跡
を
確
認
し
て
い

る
。
な
お
、
擦
文
文
化
の
住
居
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
二
節
第
四
項
を
参
照
願
い
た
い
。

ア
イ
ヌ
文
化
の
チ
セ

「
チ
セ
」
と
は
ア
イ
ヌ
語
で
「
家
」
の
こ
と
で
あ
り
、
単
に
「
チ
セ
」
と
い
う
と
き
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は
平
地
式
住
居
を
指
す
。
そ
の
ほ
か
の
場
合
は
、「
チ
セ
」の
前
に
説
明
語
を
冠
す
る
。

例
え
ば
「
ト
イ
チ
セ
」（
土－

家
：
竪
穴
式
住
居
）、「
シ
ラ
ッ
チ
セ
」（
岩－

家
：
岩
陰

や
洞
窟
状
で
寝
泊
り
で
き
る
と
こ
ろ
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
チ
セ
が
あ
る
。

市
内
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、末
広
遺
跡
や
ユ
カ
ン
ボ
シ
Ｃ
２
遺
跡
、オ
サ
ツ
２
遺
跡
、

チ
プ
ニ
ー
２
遺
跡
な
ど
で
、
樽
前
ａ
火
山
灰
（
一
七
三
九
年
降
下
）
の
下
か
ら
多
数
の

チ
セ
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、
図
５－

１
に
示
す
よ
う
に
、
壁
と
な
る

位
置
に
掘
立
柱
を
並
べ
た
平
地
式
住
居
で
、
屋
内
に
屋
根
を
支
え
る
柱
が
無
い
。
チ
セ

の
平
面
形
は
、
長
方
形
が
多
く
、
長
軸
の
一
方
に
「
セ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
玄
関
と
物
置

を
兼
ね
た
張
り
出
し
部
分
が
付
く
こ
と
も
あ
る
。
チ
セ
の
規
模
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
が
、
セ
ム
を
除
き
短
辺
が

四
〜
六
�
、
長
辺
が
五
〜
一

〇
�
ほ
ど
で
あ
る
。
図
５－

２
は
平
取
町
で
復
元
さ
れ
た

チ
セ
で
あ
る
が
、
そ
の
レ
イ

ア
ウ
ト
は
三
〇
〇
年
の
時
の

経
過
を
感
じ
な
い
ほ
ど
相
似

性
が
高
い
（
萱
野
一
九
七

八
）。屋

根
を
支
え
る
柱
の
太
さ

は
、
柱
穴
か
ら
推
察
す
る
と

一
〇
〜
一
五
�
ほ
ど
で
あ

る
。
柱
穴
の
断
面
形
状
か
ら

基
部
先
端
が
尖
っ
た
柱
が
多

用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
チ
セ

の
建
築
方
法
と
良
く
一
致
す
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
チ
セ
の
柱
は
、
地
盤
の
良
好
な
と
こ

ろ
で
は
、
柱
の
先
を
尖
ら
せ
、
焦
が
し
て
穴
に
入
れ
る
。
そ
う
す
る
と
屋
根
な
ど
の
自

重
に
よ
り
し
っ
か
り
と
地
中
に
食
い
込
み
動
か
な
く
な
る
。
反
対
に
地
盤
の
柔
ら
か
い

と
こ
ろ
で
は
、
先
端
を
平
ら
に
し
、
地
中
に
深
く
入
ら
な
い
よ
う
に
し
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。
近
年
の
発
掘
調
査
報
告
に
お
い
て
、
チ
セ
の
柱
穴
の
断
面
形
で
柱
の
基
部
先
端

が
尖
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
、「
打
ち
込
み
柱
」
な
ど
と
表
現
す
る
例
を
見

る
こ
と
が
あ
る
が
、
小
林
（
二
〇
〇
〇
）
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
柱
を
打
ち
込

む
作
業
は
、
チ
セ
特
有
の
柱
上
端
の
サ
ス
状
形
状
な
ど
か
ら
困
難
で
あ
る
。
打
ち
込
む

作
業
を
連
想
さ
せ
る
表
記
は
伝
承
か
ら
見
て
も
不
適
切
で
あ
ろ
う
。

チ
セ
の
床
の
中
央
か
ら
セ
ム
側
に
か
け
て
必
ず
炉
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
発
掘
調
査

で
は
、
焼
け
て
赤
く
な
っ
た
土
（
焼
土
）
に
よ
り
炉
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
焼
土
の

上
に
白
い
灰
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
時
に
こ
の
炉
跡
か
ら
、
炉
の
熱
に
よ
っ

図５－１ 樽前ａ火山灰の下から見つかったチセ跡（オサツ２遺跡）

図５－２ 復元されたチセ
（出典：萱野茂『アイヌの民具』１９７８年）
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て
炭
化
し
た
植
物
の
種
子
が
発
見
さ
れ
る
。
サ
ル
ナ
シ
・
キ
ハ
ダ
・
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
・
ヤ

マ
グ
ワ
・
ヒ
シ
な
ど
の
野
生
植
物
、
ア
ワ
・
ヒ
エ
・
キ
ビ
・
イ
ネ
・
ア
ズ
キ
・
ア
サ
な

ど
の
栽
培
植
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
種
子
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
け
る
植
物
食
や
雑
穀

類
の
利
用
、
栽
培
（
農
耕
）、
交
易
な
ど
を
考
え
る
上
で
大
切
な
手
が
か
り
と
な
る
も

の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
種
子
類
は
な
ぜ
、
炉
跡
か
ら
見
つ
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

炉
は
暖
を
取
る
ほ
か
に
、
調
理
の
場
で
も
あ
る
。
食
材
が
こ
ぼ
れ
た
と
考
え
る
の
は
ご

く
自
然
で
あ
る
が
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
信
仰
と
炉
の
関
わ
り
を
考
え
る
と
別
な
見
方
が
で

き
る
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
と
っ
て
炉
は
、「
ア
ペ
フ
チ
カ
ム
イ
」
と
い
う
名
の
神
が
い

る
神
聖
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
神
は
人
間
に
最
も
近
い
場
所
に
い
て
、
他
の
神
へ
の

仲
立
ち
も
し
て
く
れ
る
大
切
な
神
で
あ
る
。
炉
の
炭
や
薪
が
は
じ
け
る
音
は
、
こ
の
神

の
言
葉
だ
と
い
う
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
日
々
の
生
活
の
中
で
、
ま
た
、
生
活
の
節
目
で

さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
に
つ
い
て
ま
ず
炉
の
火
の
中
に
食
物
を
供
え「
ア
ペ
フ
チ
カ
ム
イ
」

に
報
告
す
る
。
そ
し
て
感
謝
し
、
謝
罪
し
、
お
願
い
す
る
の
で
あ
る
。

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
炉
跡
か
ら
は
、
炭
化
し
た
種
子
類
の
ほ
か
に
焼
け
た
魚
骨
片
や

鹿
な
ど
の
獣
骨
片
な
ど
も
多
数
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
種
子
類
と
同
様
に
「
ア

ペ
フ
チ
カ
ム
イ
」
へ
の
供
物
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
。

今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る
チ
セ
の
窓
に
は
、「
ロ
ル
ン
プ
ヤ
ラ
」（
神
窓
）
と
呼
ば
れ
る

神
々
が
出
入
り
す
る
窓
が
あ
り
、
千
歳
の
場
合
は
東
側
（
日
の
出
る
方
向
）
の
壁
に
設

け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（
松
居
一
九
九
三
）。
他
の
地
域
で
は
川
上
に
神
窓
を
向
け
て
チ

セ
を
建
て
る
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
発
掘
調
査
に
お
い
て
は
地
中
に
残
さ
れ
た
柱
や

炉
の
跡
し
か
確
認
で
き
な
い
が
、
民
族
調
査
例
で
は
神
窓
は
、
チ
セ
出
入
り
口
と
反
対

側
の
壁
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
チ
セ
の
長
軸
線
上
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
市
内
で
発
掘
さ
れ
た
チ
セ
跡
の
長
軸
方
向
や
炉
、
セ
ム
な
ど
の
位
置
関
係
を
頼
り

に
神
窓
の
方
向
を
推
測
し
て
い
く
と
、
や
は
り
東
か
ら
南
側
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
千

歳
で
は
、
お
よ
そ
三
〇
〇
年
前
か
ら
日
の
出
る
方
向
に
神
窓
を
設
け
た
チ
セ
が
建
て
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

地
域
に
よ
っ
て
相
違
の
あ
る
神
窓
の
方
位
で
あ
る
が
、
千
歳
で
は
日
が
出
る
東
側
を

強
く
意
識
す
る
方
位
観
が
あ
る
。
ア
イ
ヌ
文
化
の
極
め
て
保
守
的
な
習
俗
で
あ
る
葬
制

に
お
い
て
、
埋
葬
頭
位
を
決
定
す
る
う
え
で
日
が
入
る
西
側
方
位
が
北
海
道
全
体
に
共

通
す
る
意
識
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
の
出
入
り
に
伴
う
方
位
観

が
古
い
段
階
で
共
有
化
さ
れ
て
い
た
価
値
観
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
神
窓
の
方
位
が

チ
セ
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
に
は
、
神
窓
が
川
上
を
向
く
チ
セ
よ
り
東
に
向
く
チ
セ
の

方
が
古
い
と
判
断
で
き
る
材
料
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

チ
セ
の
屋
根
や
壁
は
、「
キ
」（
ヨ
シ
）
に
よ
っ
て
葺
か
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

ヨ
シ
は
河
岸
の
湿
地
帯
を
好
む
イ
ネ
科
の
植
物
で
、
千
歳
で
は
大
低
湿
地
で
あ
っ
た
旧

長
都
沼
に
繁
茂
し
、
長
都
沼
は
千
歳
の
代
表
的
な
ヨ
シ
の
供
給
地
で
あ
っ
た
と
い
う
。

ヨ
シ
は
ス
ト
ロ
ー
状
の
構
造
で
空
気
を
た
く
さ
ん
溜
め
込
み
、
幾
層
に
も
重
ね
る
こ
と

に
よ
り
大
変
高
い
断
熱
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
チ
セ
の
内
壁
や
床
に
敷

く
ゴ
ザ
は
、「
シ
キ
ナ
」（
ガ
マ
）
の
葉
で
編
ま
れ
て
い
る
。
ガ
マ
の
葉
は
ス
ポ
ン
ジ
状

の
構
造
を
持
ち
、
ヨ
シ
同
様
に
た
く
さ
ん
の
空
気
を
含
ん
で
お
り
、
断
熱
性
が
高
い
素

材
で
あ
る
。
一
見
頼
り
な
く
見
え
る
チ
セ
は
、
断
熱
効
果
の
高
い
自
然
の
素
材
を
た
く

み
に
利
用
し
た
北
海
道
生
ま
れ
の
優
れ
た
寒
冷
地
仕
様
の
住
居
で
あ
っ
た
。

第５章 アイヌ文化期
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第
二
節

墓

第
一
項

和

人

「
ア
イ
ヌ
」
や
「
和
人
」
と
い
う
用
語
は
、
と
も
に
政
治
的
・
文
化
的
な
背
景
や
形

質
な
ど
の
、
い
わ
ば
「
人
」
の
属
性
を
総
じ
て
表
現
し
て
い
る
が
、
時
代
に
よ
っ
て
そ

の
実
体
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
に
「
和
人
」
と
い
う
用
語
は
、「
ア
イ
ヌ
」
に
対
比
す
る
も
の
と
し
て
様
々
な
分

野
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
「
和
人
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
を
明
快
に
示
す
こ
と
は

難
し
い
が
、
主
に
本
州
に
住
居
し
本
州
に
展
開
し
た
中
近
世
の
文
化
や
政
治
・
経
済
体

制
を
源
泉
と
す
る
価
値
観
を
共
有
し
た
人
々
の
総
称
と
い
え
る
。

対
し
て
「
ア
イ
ヌ
」
と
は
北
海
道
を
中
心
に
居
住
し
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
担
っ
た
人
々

が
自
ら
称
し
た
「
人
間
」
と
い
う
意
味
の
呼
称
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
は
、
ア
イ
ヌ
以
外
の

人
々
を
和
人
も
含
め
て
シ
サ
ム
（
隣
人
の
意
味
を
持
つ
ア
イ
ヌ
語
）
と
称
し
た
。

本
州
域
か
ら
北
海
道
へ
の
進
出
は
先
史
時
代
か
ら
み
ら
れ
る
が
、
古
代
に
は
青
森
県

十
三
湊
を
拠
点
と
し
日
本
海
沿
岸
を
往
来
す
る
交
易
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
。
一
五

世
紀
頃
に
は
渡
島
半
島
南
端
部
に
土
塁
や
壕
を
め
ぐ
ら
せ
た
一
二
の
居
館
が
築
か
れ
、

館
主
の
多
く
は
、
東
北
で
の
戦
で
南
部
氏
に
敗
れ
た
奥
州
豪
族
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
居
館
の
ひ
と
つ
で
あ
る
上
ノ
国
町
の
勝
山
館
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば
、
軍
事

的
な
拠
点
の
ほ
か
に
交
易
の
拠
点
と
し
て
果
た
し
た
役
割
を
示
す
鉄
器
や
陶
磁
器
類
な

ど
、
多
く
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
と
和
人
の
墓
が
同
じ
墓
域
内
で

発
見
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
両
者
の
関
係
を
示
唆
す
る
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
（
上

ノ
国
町
教
委
二
〇
〇
一
）。

康
正
三
（
一
四
五
七
）
年
、
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
に
率
い
ら
れ
た
ア
イ
ヌ
が
蜂
起
し
、
館

を
次
々
と
攻
め
落
と
す
が
、
翌
々
年
に
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
が
倒
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
戦
乱

は
し
ば
ら
く
続
く
が
、
そ
の
期
に
乗
じ
て
蠣
崎
氏
が
館
主
を
配
下
に
置
き
道
南
部
で
の

支
配
権
を
確
立
し
た
。
蠣
崎
氏
は
慶
長
四
（
一
五
九
九
）
年
に
松
前
と
改
姓
し
、
慶
長

九
年
に
は
徳
川
家
康
か
ら
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
権
独
占
を
許
可
す
る
黒
印
状
を
与
え
ら
れ

た
。
道
南
部
に
お
け
る
和
人
地
は
し
だ
い
に
拡
大
し
て
い
く
。
ま
た
、
出
土
遺
物
な
ど

か
ら
道
内
各
地
の
海
岸
部
や
千
歳
の
よ
う
な
河
川
沿
い
内
陸
部
ま
で
和
人
が
進
出
し
交

易
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
市
内
に
お
い
て
も
末
広
遺
跡
で
近
世

初
頭
の
同
時
代
に
生
き
て
い
た
ア
イ
ヌ
と
和
人
の
墓
が
同
じ
墓
域
の
中
で
発
見
さ
れ
て

い
る
。

第
二
項

墓

千
歳
川
流
域
で
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
近
世
ア
イ
ヌ
文
化
の
葬
制
の
研
究
が
進
み

葬
制
に
伴
う
習
俗
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
）

墓
は
地
面
に
穴
を
掘
っ
て
つ
く
る
土
壙
墓
で
あ
る
。
被
埋
葬
者
は
一
人
で
あ
る

が
、
合
葬
の
場
合
も
少
数
な
が
ら
み
ら
れ
る
。

（
二
）

墓
穴
の
主
な
形
は
、
楕
円
形
、
足
元
が
狭
く
頭
部
側
が
広
い
長
台
形
で
あ
る
。

こ
の
内
、
長
台
形
が
全
体
の
六
〇
�
を
占
め
る
。
盛
土
や
そ
の
周
囲
に
掘
削
跡
が

溝
状
に
残
る
例
や
、
竪
穴
や
墓
標
跡
の
柱
穴
を
伴
う
場
合
も
あ
る
。

（
三
）

墓
穴
の
大
き
さ
は
、
長
さ
が
一
・
五
〜
二
�
、
幅
〇
・
四
〜
〇
・
六
�
、
深
さ

は
平
均
で
〇
・
四
�
で
あ
る
。

（
四
）

埋
葬
姿
勢
は
、
仰
向
け
で
身
体
を
伸
ば
し
た
仰
臥
伸
展
葬
が
基
本
で
あ
る
が
、

稀
に
伏
臥
伸
展
葬
が
あ
る
。

（
五
）

埋
葬
す
る
と
き
の
頭
の
方
向
は
日
の
出
る
方
向
で
あ
る
東
か
ら
南
東
に
向
く
。

ア
イ
ヌ
語
で「
ポ
ク
ナ
シ
リ
」と
呼
ば
れ
る
死
者
の
国
は
日
の
沈
む
西
方
に
あ
り
、

頭
を
日
の
出
る
方
向
に
向
け
る
の
は
、
死
者
が
ポ
ク
ナ
シ
リ
に
旅
立
つ
た
め
に
起

き
上
が
っ
た
と
き
に
西
方
に
向
く
よ
う
に
す
る
た
め
と
い
う
。
ち
な
み
に
伏
臥
伸

展
葬
の
埋
葬
頭
位
は
西
方
で
あ
り
、
や
は
り
立
ち
上
が
っ
た
時
に
西
方
に
向
く
。

２６８
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（
六
）

遺
骸
と
と
も
に
埋

葬
さ
れ
る
副
葬
品
に

男
女
の
違
い
が
あ

る
。
男
は
太
刀
な
ど

の
武
具
や
矢
骨
な
ど

の
狩
猟
具
、
女
は
鉄

鍋
な
ど
の
生
活
用
具

や
鎌
・
鉈
な
ど
の
採

集
用
具
が
副
葬
さ
れ

る
ほ
か
、
刀
子
や
漆

器
、
喫
煙
具
、
装
身

具
な
ど
は
男
女
が
共

有
す
る
副
葬
品
で
あ

る
。

（
七
）

副
葬
品
が
置
か
れ

る
位
置
に
男
女
の
違

い
が
あ
る
。
墓
穴
の

内
外
で
大
ま
か
に
見
る
と
上
半
身
側
が
男
性
副
葬
空
間
、
下
半
身
側
を
女
性
副
葬

空
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
男
の
太
刀
や
女
の
鉄
鍋
な
ど
が
典
型
的
な
例
で
あ

る
。

以
上
が
千
歳
地
方
の
近
世
ア
イ
ヌ
文
化
の
葬
制
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
二
〇
世
紀
前

葉
の
日
高
地
方
沙
流
川
流
域
で
の
民
族
学
的
調
査
の
事
例
と
一
致
す
る
点
が
多
い
。
ま

た
、
他
地
域
で
の
発
掘
調
査
事
例
に
お
い
て
も
埋
葬
頭
位
な
ど
共
通
点
が
多
い
。

第
三
節

チ
ャ
シ
コ
ツ

「
チ
ャ
シ
」
は
ア
イ
ヌ
語
で
あ
り
、
一
般
的
に
ア
イ
ヌ
が
造
営
し
た
砦
を
示
す
。
そ

れ
以
外
に
館
・
柵
・
柵
囲
い
の
意
味
が
あ
る
。
ユ
カ
ラ

の
中
で
は
、
登
場
人
物
が
住
ん

で
い
る
大
き
な
家
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
（
中
川
裕
一
九
九
五
）。
ま
た
、

見
張
り
場
や
聖
地
、
談
判
の
場
な
ど
の
伝
承
が
あ
る
。「
コ
ツ
」
は
く
ぼ
地
を
表
し
跡

の
意
味
を
持
つ
。

造
ら
れ
た
年
代
は
、
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
チ
ャ
シ
を
覆
う
火
山
灰
の
年
代

か
ら
、
一
六
〜
一
八
世
紀
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
発
生
過
程
な
ど
の
解
明
は
進
ん
で
い

な
い
が
、
他
民
族
と
の
対
立
な
ど
ア
イ
ヌ
社
会
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
の
変
化
と
連
動

し
て
造
ら
れ
て
き
た
施
設
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

チ
ャ
シ
の
主
な
構
造
は
、
壕
と
土
塁
及
び
そ
れ
ら
に
区
画
さ
れ
た
郭
部
分
か
ら
な

る
。
他
地
域
の
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
壕
の
内
外
か
ら
柵
列
の
痕
跡
と
思
わ
れ
る
柱
穴

の
列
が
発
見
さ
れ
て
お
り
ア
イ
ヌ
語
の
も
つ
意
味
と
よ
く
符
合
し
て
い
る
。

造
ら
れ
た
場
所
の
多
く
は
、
川
な
ど
に
面
し
た
小
高
い
崖
や
突
き
出
た
台
地
の
先
端

部
、
孤
立
し
た
山
や
丘
の
上
な
ど
で
あ
る
。
河
野
広
道
は
立
地
し
た
地
形
の
特
長
に
よ

り
次
の
四
つ
の
形
態
に
分
類
し
て
い
る
（
河
野
一
九
五
八
）。

丘
先
式

岬
や
丘
の
一
端
を
弧
状
の
壕
を
も
っ
て
区
切
っ
た
チ
ャ
シ
。

面
崖
式

崖
に
面
す
る
台
地
の
一
部
に
半
円
形
ま
た
は
四
角
形
の
壕
を
周
ら
し
た
チ
ャ

シ
。

丘
頂
式

小
丘
の
頂
部
に
周
濠
を
周
ら
し
た
お
供
え
餅
形
の
チ
ャ
シ
。

孤
島
式

湖
中
や
湿
地
中
に
孤
立
し
て
い
る
丘
や
島
等
を
そ
の
ま
ま
砦
と
し
て
利
用
し
た

チ
ャ
シ
。

現
在
、
市
内
で
チ
ャ
シ
と
称
さ
れ
る
遺
跡
は
、
千
歳
川
本
流
沿
い
に
五
ヵ
所
と
嶮
淵

川
沿
い
に
一
ヵ
所
が
あ
る
。
ほ
か
に
長
都
川
流
域
と
旧
長
都
沼
周
辺
部
に
三
ヵ
所
あ
る

図５－３ 近世アイヌの墓（右：女性墓、左：男性墓※ともに末広遺跡）
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が
、
規
模
や
立
地
な
ど
か
ら
一
般
的
な
チ
ャ
シ
と
は
異
な
る
遺
跡
の
可
能
性
が
あ
る
。

フ
レ
ド
イ
ヒ
の
チ
ャ
シ

本
町
三
丁
目
の
千
歳
神
社
の
拝
殿
附
近
に
あ
る
。
マ
マ
チ
川
と
千
歳
川
に
挟
ま
れ
た

標
高
二
五
�
の
高
位
段
丘
の
東
端
に
あ
た
る
。
千
歳
川
右
岸
の
幅
五
〇
�
、
長
さ
一
〇

〇
�
ほ
ど
の
舌
状
に
延
び
た
丘
陵
部
先
端
に
横
断
す
る
二
条
の
弧
状
の
壕
が
あ
っ
た

が
、
現
在
は
大
部
分
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
河
野
分
類
の
丘
先
式
に
該
当
す
る
。
こ
の

地
点
に
立
つ
と
、
千
歳
川
下
流
の
低
地
部
（
現
市
街
地
）
が
一
望
で
き
、
千
歳
川
上
流

に
目
を
転
じ
れ
ば
二
�
先
の
対
岸
に
ア
ッ
テ
ウ
シ
の
チ
ャ
シ
を
視
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
な
お
、「
フ
レ
ド
イ
ヒ
」
と
は
ア
イ
ヌ
語
の
「
フ
ル
ト
エ
（
丘
が
そ
こ
で
切
れ
た

所
）」
が
語
源
と
の
説
が
あ
る
（『
市
史
』・『
増
補
』）。

ア
ッ
テ
ウ
シ
の
チ
ャ
シ

千
歳
川
左
岸
の
標
高
四
〇
�
前
後
の
高
位
段
丘
上
に
あ
り
、
千
歳
川
に
向
か
っ
て
や

や
突
き
出
た
崖
に
接
し
て
立
地
す
る
。
河

野
分
類
の
面
崖
式
に
該
当
す
る
。
そ
の
規

模
は
、
外
周
径
で
約
六
〇
�
、
幅
約
五
�

の
半
円
形
の
三
条
の
壕
が
あ
り
、
壕
の
掘

り
土
を
壕
の
外
側
に
盛
り
土
塁
を
形
成
し

て
い
る
。
昭
和
三
十
八
（
一
九
六
三
）
年

に
一
部
が
発
掘
調
査
さ
れ
、
壕
の
断
面
形

が
�
字
形
で
あ
る
こ
と
、
元
文
四
（
一
七

三
九
）
年
に
噴
出
し
た
樽
前
ａ
火
山
灰
に

覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る

（
写
真
５－

１
）。

こ
の
チ
ャ
シ
は
、
ラ
ン
コ
シ
コ
タ
ン
の

中
心
に
あ
り
、
コ
タ
ン
の
み
な
ら
ず
千
歳

ア
イ
ヌ
全
体
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
名
取
一
九
四
九
）。「
ア
ッ
テ
ウ
シ
」
は

ア
イ
ヌ
語
の
「
ア
ッ
ウ
シ
（
オ
ヒ
ョ
ウ
ニ
レ
の
木
が
多
い
と
こ
ろ
）」
と
い
う
地
名
が

語
源
で
、
現
在
の
桂
木
三
丁
目
か
ら
六
丁
目
に
か
け
て
の
道
央
自
動
車
高
架
附
近
で
あ

る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
長
見
一
九
七
六
）。
古
く
は
元
禄
十
三
（
一
七
〇
〇
）
年
の
調

べ
と
い
わ
れ
る
古
文
書
『
松
前
家
臣
支
配
所
持
名
前
』
に
シ
コ
ツ
の
鳥
屋
と
し
て
「
志

古
津
ノ
厚
伊
志
」
が
あ
る
。
ま
た
、
シ
コ
ツ
十
六
場
所
の
一
つ
に
「
ア
ツ
石
」
が
登
場

す
る
。
こ
の
後
、
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
か
ら
四
年
間
の
場
所
の
様
子
を
記
し
た
『
蝦

ひ
そ
ひ
そ

夷
竊
々
夜
話
』
に
よ
る
と
千
歳
に
四
ヵ
所
の
出
張
番
屋
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
場
所
を

取
り
ま
と
め
た
。
そ
の
一
ヵ
所
に
ロ
ウ
サ
ン
が
あ
り
ア
ツ
イ
シ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ロ

ウ
サ
ン
と
い
う
地
名
は
、
千
歳
神
社
附
近
の
地
名
と
の
推
測
が
（
長
見
義
三
『
ち
と
せ
地

名
散
歩
』）、
妥
当
で
あ
れ
ば
ア
ツ
イ
シ
が
千
歳
川
筋
に
あ
っ
て
も
違
和
感
は
な
い
。

ペ
サ
の
チ
ャ
シ

ア
ッ
テ
ウ
シ
の
チ
ャ
シ
か
ら
二
�
上
流
の
千
歳
市
水
道
局
蘭
越
浄
水
場
対
岸
に
位
置

す
る
。
千
歳
川
に
突
き
出
た
丘
陵
部
の
標
高
約
六
〇
�
の
頂
部
を
巡
る
壕
が
確
認
さ
れ

て
お
り
、
河
野
分
類
の
丘
頂
式
に
該
当
す
る
。
た
だ
し
、
壕
は
全
体
的
に
明
瞭
で
は
な

い
。
こ
こ
か
ら
は
下
流
の
ア
ッ
テ
ウ
シ
の
チ
ャ
シ
が
見
通
せ
る
。
ペ
サ
と
は
湿
地
内
に

あ
っ
て
夏
に
な
る
と
ク
マ
や
シ
カ
が
そ
こ
に
入
っ
て
き
て
の
た
う
ち
ま
わ
る
場
所
と
い

う
意
味
の
ア
イ
ヌ
語
で
あ
る
（
知
里
一
九
五
六
）。
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
に
こ
の
あ

た
り
を
踏
査
し
た
松
浦
武
四
郎
の
日
誌
に
は
、
ペ
サ
の
チ
ャ
シ
が
寛
文
の
乱
の
際
の
オ

ニ
ビ
シ
の
居
所
だ
っ
た
と
い
う
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
（
松
浦
「
由
宇
発
利
日
誌
」）。

こ
の
チ
ャ
シ
の
ほ
か
に
千
歳
川
上
流
に
は
シ
ュ
ト
ク
ン
ネ
の
チ
ャ
シ
（
壕
を
確
認
）

が
あ
り
、
紋
別
川
と
千
歳
川
の
合
流
点
に
は
モ
ン
ベ
ツ
の
チ
ャ
シ
（
壕
が
未
確
認
）
が

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
泉
郷
地
区
の
嶮
淵
川
右
岸
に
あ
る
泉
郷
神
社
境
内
に

は
ケ
ネ
フ
チ
の
チ
ャ
シ
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
壕
の
ご
く
一
部
が
残
る
の
み
で
あ
る
。

市
内
の
チ
ャ
シ
は
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
に
噴
出
し
た
樽
前
ａ
火
山
灰
に
覆
わ
れ
て

写真５－１ アッテウシのチャシ

２７０

第２編 先史から有史時代へ

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／新千歳市史／第２編（Ｐ１４５～２９０）／第２編　第５章  2010.02.18 17.59.48  Page 126 



お
り
、
市
内
の
チ
ャ
シ
の
造
営
が
元
文
四
年
以
前
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

釜
加
の
チ
ャ
シ

旧
長
都
沼
や
千
歳
川
に
面
し
た
標
高
一
〇
�
前
後
の
低
地
の
微
高
地
に
立
地
し
、
千

歳
川
上
流
域
の
チ
ャ
シ
の
立
地
や
規
模
と
際
立
っ
た
違
い
が
あ
る
。
幅
三
〜
五
�
、
深

さ
一
�
ほ
ど
、
長
軸
六
〇
�
・
短
軸
二
〇
�
ほ
ど
の
範
囲
に
双
楕
円
状
の
溝
が
巡
る
。

昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
に
部
分
的
な
発
掘
が
行
わ
れ
、
一
七
世
紀
後
半
の
備
前
系

片
口
や
内
耳
鉄
鍋
（
二
耳
三
足
）、
鉄
斧
が
出
土
し
、
他
の
チ
ャ
シ
同
様
に
樽
前
ａ
火

山
灰
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
焼
土
（
炉
跡
）
や
柱
穴
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
古

く
か
ら
地
元
で
は
「
ア
イ
ヌ
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
市
教
委
一
九
六
七
）
な
ど
か

ら
、
チ
ャ
シ
（
砦
）
と
い
う
よ
り
は
屋
敷
跡
の
可
能
性
も
看
過
で
き
な
い
。
擂
鉢
の
出

土
は
和
人
の
存
在
を
想
起
さ
せ
、
千
歳
川
や
長
都
沼
に
接
し
た
立
地
は
、
交
易
に
か
か

わ
る
者
が
居
住
し
て
い
た
館
跡
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
に
長
都
川
に
接
し
て
「
都
の
チ
ャ
シ
」「
長
都
の
チ
ャ
シ
」
が
あ
る
。
い

ず
れ
も
溝
が
あ
る
こ
と
か
ら
チ
ャ
シ
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
立
地
な
ど

の
状
況
は
釜
加
の
チ
ャ
シ
と
よ
く
類
似
し
て
い
る
。

第
四
節

道

具

第
一
項

丸
木
舟

丸
木
舟
と
は
、
一
本
の
丸
木
の
内
部
を
く
り
ぬ
い
て
造
っ
た
舟
で
あ
り
、「
独
木
舟
」

と
も
書
く
。
ア
イ
ヌ
語
で
は
「
チ
プ
」

と
呼
ば
れ
る
。
国
内
で
発
見
さ
れ
た
最
も
古
い

丸
木
舟
は
、
縄
文
時
代
前
期
（
約
六
〇
〇
〇
年
前
）
の
も
の
が
あ
る
。
北
海
道
で
は
縄

文
時
代
中
期
末
頃
（
約
四
〇
〇
〇
年
前
）
の
丸
木
舟
舳
先
部
分
な
ど
が
、
石
狩
市
の
石

狩
紅
葉
山
４９
号
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
北
海
道
に
お
い
て
丸
木
舟
は
、
縄
文
時

代
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
た
河
川
や
湖
沼
に
お
け
る
主
要
な
交
通
機
関

で
あ
り
、
漁
撈
や
物
資
の
運
搬
に
不
可
欠
な
用
具
で
あ
っ
た
。
千
歳
川
で
は
太
平
洋
戦

争
直
後
ま
で
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

昭
和
四
十
五
年
七
月
、
朝
日
町
八
丁
目
の
市
道
で
行
わ
れ
て
い
た
下
水
道
の
マ
ン

ホ
ー
ル
設
置
工
事
で
、
裏
返
し
の
状
態
で
埋
没
し
て
い
る
丸
木
舟
が
発
見
さ
れ
た
。
工

事
は
中
断
さ
れ
、
舟
は
ほ
ぼ
完
全
な
状
態
で
掘
り
出
さ
れ
た
。
全
長
七
�
二
八
�
、
最

へ
さ
き

と
も

大
幅
五
八
�
、舷
側
内
高
二
六
�
、舳
先
と
艫
が
と
が
っ
た
鰹
節
形
の
大
型
舟
で
あ
る
。

舷
側
端
の
厚
さ
が
二
�
、
舟
底
の
厚
さ
五
�
前
後
。
舟
底
部
は
平
ら
に
削
ら
れ
、
断
面

形
は
箱
型
で
あ
る
。
出
土
地
点
は
、
旧
来
の
マ
マ
チ
川
の
流
路
附
近
と
思
わ
れ
、
寛
文

七
（
一
六
六
七
）
年
に
噴
火
し
た
樽
前
山
を
噴
出
源
と
す
る
樽
前
ｂ
火
山
灰
に
覆
わ
れ

た
川
砂
や
粘
土
層
の
下
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
舟
の
制
作
年
代
は
江
戸

時
代
初
頭
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
（
市
教
委
一
九
七
九
）。

昭
和
六
十
一
年
に
は
、
千
歳
川
本
流
左
岸
の
根
志
越
橋
下
流
か
ら
二
つ
の
舳
先
部
分

が
見
つ
か
り
、
同
年
、
清
流
一
丁
目
に
所
在
す
る
千
歳
市
水
道
局
浄
化
セ
ン
タ
ー
裏
手

の
千
歳
川
河
岸
か
ら
、
残
存
部
の
長
さ
六
�
六
四
�
、
幅
六
四
�
、
舷
側
内
高
二
五
�
、

の
丸
木
舟
が
発
掘
さ
れ
た
。
舳
先
や
艫
を
欠
損
し
て
い
る
が
、
全
長
は
朝
日
町
で
発
見

さ
れ
た
舟
よ
り
長
い
と
推
測
で
き
る
大
型
舟
で
あ
っ
た
（
田
村
一
九
八
四
）。

第５章 アイヌ文化期
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朝
日
町
や
千
歳
川
で
発
見
さ
れ
た
舟
の
特
徴
を
述
べ
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
）
形
状
は
舳
先
と
艫
が
と
が
っ
た
鰹
節
形
で
、
舟
底
は
平
坦
、
両
端
に
向
か
っ
て

や
や
反
り
上
が
る
。
断
面
形
は
箱
型
。

（
二
）
全
長
は
七
〜
八
�
、
幅
五
五
〜
六
五
�
の
大
型
舟
で
あ
る
が
、
舷
側
内
高
は
二

五
�
前
後
で
あ
り
低
い
。

（
三
）
加
工
は
丁
重
で
あ
り
、
舷
側
内
面
に
工
具
に
よ
る
削
り
痕
が
認
め
ら
れ
る
。

（
四
）
材
質
は
ヤ
チ
ダ
モ
、
カ
ツ
ラ
、
セ
ン
ノ
キ
、
い
ず
れ
も
千
歳
で
自
生
し
て
い
る
。

（
五
）
舟
端
部
の
中
位
の
高
さ
に
原
木
の
芯
が
見
え
、
原
木
の
最
大
径
が
舟
の
最
大
幅

と
な
る
木
取
り
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
に
実
施
さ
れ
た
新
千
歳
空
港
建
設
に
伴
う
美
々
８
遺
跡
低

湿
部
の
発
掘
で
は
、
丸
木
舟
を
土
台
に
板
を
綴
っ
て
舷
側
高
を
上
げ
、
外
洋
で
も
使
用

さ
れ
た
板
綴
舟
の
舷
側
板
の
ほ
か
、
櫂
や
あ
か
汲
み
な
ど
の
舟
用
具
や
漁
撈
具
が
多
数

出
土
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
江
戸
時
代
末
の
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
の
『
蝦
夷
生
計
図

説
』
に
描
か
れ
た
舟
や
道
具
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
元
文
四
（
一
七
三
九
）

年
に
噴
出
し
た
樽
前
ａ
火
山
灰
と
、
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
に
噴
出
し
た
樽
前
ｂ
火

山
灰
に
は
さ
ま
れ
た
土
層
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
年
代
を
示
す
指
標
の
少
な
い
ア
イ
ヌ

文
化
に
お
い
て
、
具
体
的
な
年
代
を
特
定
で
き
る
資
料
を
確
認
で
き
た
重
要
な
調
査
で

あ
っ
た
（
北
埋
調
報
一
九
九
六
）。

千
歳
市
に
お
け
る
丸
木
舟
の
記
録
は
少
な
い
が
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
四
月
、

千
歳
を
訪
れ
た
松
浦
武
四
郎
の
日
誌
に
は
「
千
歳
会
所
に
着
す
。
蔵
多
し
、
…
其
辺
丸

木
舟
多
く
�
是
皆
石
狩
通
ひ
の
舟
也
」
と
記
さ
れ
、
丸
木
舟
が
当
時
の
石
狩
と
千
歳
を

結
ぶ
主
要
な
交
通
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
千
歳
川
会
所
の
図
に
は
八
艘

の
丸
木
舟
が
描
か
れ
て
い
る
（
松
浦
一
八
五
七
）。
ま
た
、
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）

年
に
記
さ
れ
た
北
海
道
庁
の
殖
民
地
選
定
に
関
す
る
報
文
中
の
千
歳
原
野
の
項
で
「
原

野
西
南
ハ
札
幌
、
室
蘭
間
国
道
ニ
接
シ
、
漁
、
千
歳
両
川
ニ
丸
木
舟
ヲ
通
ス
ル
ヲ
以
テ

水
運
モ
亦
梢
便
ナ
リ
」
と
あ
る
（『
殖
民
地
撰
定
第
三
報
文
』）。

第
二
項

ア
イ
ヌ
文
化
期
木
製
品

ア
イ
ヌ
文
化
期
の
出
土
遺
物
の
中
で
、
木
製
品
、
漆
製
品
、
繊
維
製
品
、
皮
革
製
品

な
ど
は
低
湿
地
遺
跡
と
呼
ば
れ
る
水
付
き
の
状
態
や
、
焼
失
し
た
住
居
内
で
炭
化
し
た

状
態
な
ど
、
特
殊
な
条
件
の
も
と
で
な
い
と
残
ら
な
い
た
め
、
そ
の
発
見
は
か
な
り
限

ら
れ
た
も
の
に
な
る
。

千
歳
市
域
の
低
地
部
に
は
数
次
に
わ
た
る
火
山
灰
の
降
下
に
よ
る
水
位
の
上
昇
と
あ

い
ま
っ
て
、
美
々
８
遺
跡
、
オ
サ
ツ
２
遺
跡
、
ユ
カ
ン
ボ
シ
Ｃ
１５
遺
跡
、
キ
ウ
ス
５
遺

跡
な
ど
良
好
な
低
湿
地
遺
跡
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
で
、
樽
前
ａ
火
山
灰
と
樽
前
ｂ

火
山
灰
の
下
層
か
ら
、
数
多
く
の
木
製
品
、
漆
製
品
、
繊
維
製
品
な
ど
が
出
土
し
て
い

る
。江

戸
時
代
の
後
半
に
松
前
藩
や
本
州
か
ら
来
た
幕
府
の
役
人
な
ど
に
よ
っ
て
記
さ
れ

た
旅
行
記
や
報
告
書
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
イ
ヌ
絵
」
の
中
に
民
族
誌
的
な
記
録
が

残
さ
れ
、
当
時
の
民
具
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
資
料
は
一
八
世

紀
末
か
ら
一
九
世
紀
代
の
も
の
と
い
う
制
約
が
あ
る
の
で
、
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
遺
物

は
、
そ
れ
以
前
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
と
な
る
。

ま
た
、
文
献
資
料
や
伝
世
し
て
い
る
民
具
を
み
る
と
、
ア
イ
ヌ
文
化
期
に
は
木
・
漆

器
・
繊
維
・
皮
革
・
骨
角
な
ど
で
作
ら
れ
た
道
具
類
が
多
く
、
鉄
や
銅
製
の
金
属
器
も

木
・
皮
な
ど
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
通
常
の

ア
イ
ヌ
期
の
遺
跡
を
掘
っ
て
み
つ
か
る
遺
物
は
、
生
活
用
具
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
り
、

低
湿
地
遺
跡
で
有
機
質
遺
物
が
残
っ
た
と
き
に
ア
イ
ヌ
文
化
期
の
生
活
の
様
相
が
よ
り

明
ら
か
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

ア
イ
ヌ
文
化
期
の
遺
物
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
美
々
８
遺
跡
を
例
に
し
て
、

ア
イ
ヌ
民
具
と
対
比
し
な
が
ら
金
属
製
品
と
木
製
品
な
ど
の
出
土
品
を
機
能
と
用
途
に
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よ
り
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

な
お
、
傍
線
が
木
製
品
と
漆
製
品
。
一
部
に
骨
角
で
作
ら
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。

傍
線
の
な
い
も
の
に
も
木
製
の
も
の
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

〔
建
築
〕
柱
、
桁
、
梁
、
屋
根
材
、
高
床
倉
用
梯
子
、
柵
、
杭

い
た
つ
づ

〔
交
通
運
搬
具
〕
板
綴
り
舟
、
丸
木
舟
、
早
櫂
、
車
櫂
、
あ
か
汲
み
、
背
負
い
紐
、
編

み
袋
、
カ
ン
ジ
キ
、
下
駄

か
ぎ

し
ゃ
く
し

〔
煮
炊
具
・
調
理
具
〕
鉄
鍋
、
鍋
鉤
、
自
在
鉤
、
串
、
包
丁
、
ま
な
板
、
杵
、
杓
子
、

へ
ら

団
子
箆
、
摺
鉢

〔
食
膳
具
〕
皿
、
椀
、
箸
、
串
、
鉢
、
盆
、
曲
げ
物
、
折
敷
、
陶
磁
器
碗

〔
貯
蔵
具
〕
漆
器
類
、
桶
、
片
口
容
器
、
曲
げ
物
、
陶
磁
器
壷
甕
類

〔
木
工
具
〕
山
刀
、
斧
、
楔
、
刀
子
、
掛
矢
、
木
釘

か
ん
ざ
し

な
か
え

〔
狩
猟
具
・
武
器
〕
刀
、
鐔
、
小
柄
、

笄
、
槍
、
弓
、
矢
、
鏃
、
中
柄
、
矢
柄
、
矢
筒

〔
漁
撈
具
〕
銛
先
、
ヤ
ス
、
鮭
鉤
、
鮭
鉤
台
部
、
中
柄
、
棹
、
指
掛
け
部
、
魚
た
た
き

棒
、
タ
モ
枠

〔
農
耕
具
〕
鍬
・
鋤
、
鎌
、
箕
、
掘
り
棒
、
鉤
鍬

〔
編
み
・
織
り
〕
縄
、
紐
、
織
具
、
編
み
物
用
軸
木
、
糸
締
め
具
、
こ
も
づ
ち

紡
錘

車

〔
灯
火
具
〕
火
き
り
板
、
火
き
り
棒
、
火
打
石
、
火
打
金
、
松
明
台

〔
祭
祀
具
〕
奉
酒
箸
、
木
幣
、
花
矢
、
棍
棒
、
漆
器

〔
装
身
具
〕
竪
櫛
、
横
櫛
、
ガ
ラ
ス
玉

シ
ト
キ

金
属
製
玉

こ
れ
ら
の
木
製
品
は
、
本
州
方
面
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
と
地
元
で
製
作
さ
れ
た
も

の
に
区
分
で
き
る
。
前
者
に
は
桶
、
樽
、
曲
げ
物
、
折
敷
、
椀
・
皿
な
ど
の
漆
製
品

が
、
後
者
に
は
鮭
鉤
台
部
、
銛
の
本
体
や
中
柄
、
奉
酒
箸
（
写
真
５－

５
）、
杓
子
、

箆
、
花
矢
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
移
入
品
の
桶
や
樽
の
材
は
、
加
工
が
た
や
す
い

た
め
に
箸
や
奉
酒
箸
等
と
し
て
再
加
工
し
た
例
も
認
め
ら
れ
る
。

木
製
品
の
中
で
、
山
刀
（
タ
シ
ロ
）・
刀
子
（
マ
キ
リ
）
の
柄
と
鞘
、
杓
子
の
柄
、

奉
酒
箸
、
制
裁
棒
や
舟
の
部
品
に
文
様
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
伝
世
品
で
は
刀

子
の
柄
や
鞘
、
奉
酒
箸
に
様
々
な
文
様
が
付
け
ら
れ
た
物
が
多
い
が
、
出
土
品
に
は
簡

単
な
刻
み
し
か
付
け
ら
れ
な
い
な
ど
の
差
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
シ
ロ
シ
（
祖
印
）
に

つ
い
て
は
漆
器
の
高
台
裏
、
花
矢
、
奉
酒
箸
な
ど
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。

出
土
し
た
木
製
品
の
な
か
に
は
丸
木
舟
の
舳
先

の
よ
う
に
意
図
的
に
切
断
さ
れ
た
も
の
、
中
央
で

切
断
さ
れ
た
弓
、
先
端
を
折
ら
れ
た
銛
先
の
中
柄

な
ど
、
使
用
後
に
切
断
さ
れ
た
り
折
ら
れ
た
り
し

た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
送
り
」

の
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
資
料
で

あ
る
。

製
品
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
木
の
材
質
が
異
な

写真５－３ 染付椀（美々８遺跡、
北海道埋蔵文化財センター提供）

写真５－２ 煮炊具、調理具、食膳具（美々８遺跡、北
海道埋蔵文化財センター提供）
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る
こ
と
が
民
族
調
査
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
出
土
品
に
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
丸
木
舟
は
ハ
リ
ギ
リ
属
や
カ
ツ
ラ
属
が
多
く
、
車
櫂
軸
受
部
で
は
カ

エ
デ
属
、
ト
ネ
リ
コ
属
な
ど
緻
密
で
硬
い
材
質
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
回
転
式
離

頭
銛
中
柄
、
指
掛
部
、
鮭
鉤
台
部
は
ア
ジ
サ
イ
属
（
硬
く
て
さ
さ
く
れ
の
で
き
に
く
い

ノ
リ
ウ
ツ
ギ
と
考
え
ら
れ
る
）
が
多
い
こ
と
な
ど
、
民
族
例
と
同
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
発
火
具
は
桶
や
樽
の
再
加
工
品
と
考
え
ら
れ
る
ス
ギ
属
が
多
い
。
本
州

で
も
発
火
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
材
で
あ
り
、
民
族
例
に
み
る
ハ
ル
ニ
レ
よ
り
も

多
く
な
っ
て
い
る
。
本
州
か
ら
の
移
入
品
が
多
く
、
そ
の
材
を
使
用
で
き
た
こ
と
に
よ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
奉
酒
箸
に

つ
い
て
も
民
族
例
で
は
ヤ
ナ
ギ
、
ミ
ズ

キ
を
用
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
出
土

品
は
ス
ギ
属
、
ヒ
ノ
キ
属
な
ど
道
南
ま

た
は
本
州
か
ら
の
移
入
品
が
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

第
三
項

金
属
製
品

北
海
道
で
は
、
続
縄
文
時
代
以
降
鉄

器
が
出
土
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
石
器

が
徐
々
に
少
な
く
な
る
現
象
が
み
ら

れ
、
擦
文
文
化
期
以
降
に
は
お
も
り
、

た
た
き
石
な
ど
を
除
き
石
器
が
無
く
な

る
。
こ
の
こ
と
は
刺
す
、
切
る
、
削
る
、

た
た
き
切
る
な
ど
の
機
能
を
持
つ
道
具

が
石
器
か
ら
鉄
器
に
変
わ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

ま
た
、
縄
文
時
代
以
来
使
用
さ
れ
続

け
て
き
た
土
器
が
消
滅
す
る
の
を
指
標

と
し
て
、
擦
文
文
化
期
と
ア
イ
ヌ
文
化
期
を
区
分
し
て
い
る
。
土
器
の
消
滅
は
土
器
の

煮
炊
き
を
行
う
機
能
が
鉄
鍋
に
置
き
換
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
土
器
の
主
要

な
用
途
で
あ
っ
た
煮
炊
き
の
機
能
が
な
く
な
る
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
貯
蔵
や
飲
食
具
と
し

て
の
土
器
の
機
能
も
皮
袋
や
木
製
品
・
漆
製
品
へ
と
置
き
換
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鉄
製
品
は
日
常
生
活
を
支
え
る
基
本
的
な
道
具
類
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
北
海
道

内
で
ほ
と
ん
ど
製
作
が
行
わ
れ
ず
、
本
州
と
の
交
易
に
よ
る
移
入
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な

写真５－４ 矢（美々８遺跡、北海
道埋蔵文化財センター提供）

矢柄
（アイスプ）

銅鏃

矢中柄
（マカニツ）

写真５－５ 棒酒箸（美々８遺跡、北海
道埋蔵文化財センター提供）

写真５－６ 小刀（マキリ）樹皮製鞘と山刀（タシロ）柄 ※右下に文様がつけられている。
（美々８遺跡、北海道埋蔵文化財センター提供）
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ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
貴
重
品
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ア
イ
ヌ
文
化
期
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
鉄
製
品
は
、
本
州
の
中
近
世
の
遺
跡
と
比
べ

量
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
六
世
紀
代
を
主
体
と
す
る
上
ノ

国
町
勝
山
館
跡
か
ら
出
土
し
た
鉄
製
品
は
、
そ
の
種
類
と
量
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
鉄
鍋
は
北
海
道
だ
け
で
本
州
全
体
の
出
土
量
を
凌
駕
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
鉄
製
品
が
多
く
残
存
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
鉄
の
再
利
用（
回
収
と
鋳
な
お
し
等
）

が
本
州
方
面
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
北
海
道
に
及
ば
な
か
っ
た
た
め
に
残
っ
た
と
す
る

説
も
あ
る
。

た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
鉄
製
品
の
量
の
多
さ
は
、
も
の
送
り
の
習
慣
が
あ
っ
た

こ
と
や
墓
の
副
葬
品
と
し
て
残
さ
れ
た
例
が
多
い
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
州

の
墓
に
は
六
道
銭
を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
副
葬
品
が
無
い
の
が
一
般
で
あ
る
の
に
対
し
、

北
海
道
で
は
刀
、
山
刀
、
刀
子
、
鍋
、
銛
先
、
中
柄
（
写
真
５－

４
）、
首
飾
り
、
漆

器
類
な
ど
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
墓
の
副
葬
品
は
近
世
に
な
る

と
男
女
に
よ
る
差
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
金
属
製
品
で
は
男
性
墓
の
刀
、
女
性
墓

の
鉄
鍋
が
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
の
ぎ

刀
は
、
本
来
は
武
器
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
道
内
出
土
品
で
は
鎬

を
も
ち
、
血
抜
き
の
あ
る
形
態
の
整
っ
た
も
の
は
少
な
く
、
平
打
ち
の
単
純
な
形
態
の

も
の
が
多
い
。
一
方
で
刀
装
具
が
華
や
か
に
な
り
、
銀
製
や
鹿
角
製
の
飾
り
が
付
い
た

鞘
や
柄
が
出
土
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ア
イ
ヌ
刀
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
刃
を
研

ぎ
出
し
て
い
な
い
鉄
刀
や
木
製
の
刀
身
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
武
器
と
し
て
の
刀
よ

り
権
威
の
象
徴
や
儀
礼
用
と
し
て
の
意
味
が
重
要
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
刀
の

は佩
き
方
は
、
本
州
の
打
刀
の
よ
う
に
腰
に
差
す
の
で
は
な
く
、
中
世
の
太
刀
の
よ
う
に

つ
ば

刀
紐
に
よ
り
吊
り
下
げ
ら
れ
る
形
態
が
と
ら
れ
て
い
る
。
出
土
す
る
鍔
も
太
刀
鍔
が
多

い
。鉄

鍋
は
土
器
に
代
わ
り
煮
炊
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
東
北
北
部
に
お
い
て
は
一
〇

世
紀
頃
か
ら
鉄
鍋
片
が
出
土
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
一
世
紀
に
は
土
師
器
の
甕
が
消
滅

す
る
の
で
、
鉄
鍋
が
普
及
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
北
海
道
に
お
い
て
は
こ
れ
よ
り

幾
分
遅
れ
る
も
の
の
、
道
南
で
は
一
二
世
紀
中
頃
、
道
東
・
道
北
で
も
一
二
世
紀
末
か

一
三
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
土
器
か
ら
鉄
鍋
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中

世
段
階
で
は
鉄
鍋
の
耳
が
内
側
に
付
い
た
い
わ
ゆ
る
「
内
耳
鉄
鍋
」
が
主
体
で
、
一
六

世
紀
頃
か
ら
吊
耳
鉄
鍋
が
加
わ
り
、
近
世
に
は
ほ
と
ん
ど
吊
耳
鉄
鍋
だ
け
と
な
る
。

鉄
鍋
は
煮
炊
具
で
あ
る
か
ら
消
耗
も
激
し
く
、
大
量
に
北
海
道
へ
流
入
し
て
い
た
と

推
測
さ
れ
、
ア
イ
ヌ
文
化
期
の
特
徴
的
な
鉄
器
に
あ
げ
ら
れ
る
。
中
世
に
は
東
北
北
部

や
新
潟
・
富
山
・
石
川
な
ど
か
ら
、
近
世
に
は
舟
運
の
発
達
に
と
も
な
い
日
本
海
側
と

共
に
関
西
方
面
か
ら
も
製
品
の
流
入
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
千
歳
市
で
は
昭
和
四

十
年
に
釜
加
遺
跡
で
内
耳
鉄
鍋
が
出
土
し
た
ほ
か
、
祝
梅
地
区
や
千
歳
神
社
遺
跡
の
出

土
品
が
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
五
十
年
代
に
は
末
広
遺

跡
や
梅
川
４
遺
跡
で
女
性
の
墓
の
副
葬
品
と
し
て
足
元
に
置
か
れ

た
例
が
み
つ
か
る
な
ど
、
鉄
鍋
の
発
見
例
が
多
い
。
い
ず
れ
も
樽

前
ａ
火
山
灰
降
下
以
前
の
時
期
で
あ
る
。

ま
た
、
ウ
サ
ク
マ
イ
遺
跡
群
や
末
広
遺
跡
な
ど
で
墓
に
キ
セ
ル

や
煙
草
入
れ
が
副
葬
さ
れ
る
例
が
あ
る
。
ま
た
、
ト
メ
ト
川
３
遺

跡
１
号
平
地
住
居
跡
か
ら
、
キ
セ
ル
が
火
打
石
や
火
皿
と
思
わ
れ

る
軽
石
製
品
と
共
に
出
土
し
て
お
り
、
唐
津
製
擂
鉢
（
一
六
世
紀

第
４
四
半
期
）
も
出
土
し
て
い
る
。
渡
島
半
島
日
本
海
側
の
せ
た

な
町
瀬
田
内
チ
ャ
シ
跡
で
は
一
六
四
〇
年
降
下
の
駒
ヶ
岳
ｄ
火
山

灰
の
上
下
か
ら
様
々
な
形
態
の
キ
セ
ル
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
と
江
戸
遺
跡
の
編
年
と
対
比
し
て
み
る
と
一
七
世
紀
代
に
属
す

る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
一
七
世
紀
代
前
半
に
は
喫
煙
の
風
習

が
北
海
道
内
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
と
な
っ
て
い

写真５－７ キセル（雁首・ラウ・吸口）
（北海道埋蔵文化財センター提供）
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る
。こ

の
よ
う
な
金
属
器
の
使
用
方

法
に
は
、
�
本
来
の
用
途
と
変
わ

ら
な
い
も
の
、
�
形
態
は
そ
の
ま

ま
で
あ
る
が
異
な
る
用
途
に
使
用

し
た
も
の
、
�
形
態
を
改
変
し
て

異
な
る
用
途
に
使
用
し
た
も
の
、

�
器
具
の
一
部
を
別
の
用
途
に
使

用
し
た
も
の
、
�
再
加
工
し
て
別

の
用
途
に
使
用
し
た
も
の
な
ど
が

み
ら
れ
る
。
本
州
と
比
較
し
て
、

�
〜
�
が
多
く
見
ら
れ
る
の
が
特

徴
で
あ
る
。

鉄
鍋
や
キ
セ
ル
は
�
、
刀
は
儀

礼
的
要
素
が
強
く
�
と
な
る
。
装
身
具
に
は
�
�
が
多
い
。
鏡
や
鐔
は
孔
を
あ
け
る
な

ど
若
干
の
加
工
を
し
て
、
シ
ト
キ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
釘
隠
し
金
具
、
提

灯
の
提
げ
金
具
な
ど
が
使
用
さ
れ
た
シ
ト
キ
の
伝
世
品
が
あ
る
。
衣
装
の
飾
り
に
は
ボ

タ
ン
、
足
袋
の
コ
ハ
ゼ
、
帯
金
具
、
銭
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
�
の
例
と

し
て
、
銛
先
に
薄
い
鉄
板
や
銅
製
品
の
一
部
が
切
り
取
ら
れ
て
鏃
と
し
て
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
な
お
、�
に
あ
た
る
釘
、
小
札
な
ど
の
再
加
工
に
つ
い
て
は
、

鍛
冶
の
項
で
改
め
て
ふ
れ
て
み
た
い
。

銭
は
道
南
部
の
一
部
ま
で
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
通
貨
と
し
て
機
能
し
て
い
た
も
の

の
、
道
央
部
・
道
東
部
・
道
北
部
で
は
針
入
れ
の
留
具
、
煙
草
入
れ
の
緒
締
め
、
タ
マ

サ
イ
の
飾
り
、
服
の
装
飾
な
ど
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
�
か
�
の
例
に
な
る
。

第
四
項

ガ
ラ
ス
玉

本
州
の
中
近
世
の
遺
跡
と
比
べ
、
ア
イ
ヌ
文
化
期
の
遺
跡
か
ら
は
ガ
ラ
ス
玉
が
出
土

す
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
墓
か
ら
の
出
土
例
が
多
く
、
玉
が
数
十
個
出
土
す
る
場
合
は

女
性
用
の
タ
マ
サ
イ
や
シ
ト
キ
、
数
点
の
も
の
は
煙
草
入
れ
の
緒
締
め
、
針
入
れ
の
締

め
具
な
ど
多
彩
な
用
途
が
推
定
さ
れ
る
。
民
族
誌
の
記
載
で
は
女
性
墓
に
タ
マ
サ
イ
や

シ
ト
キ
が
副
葬
さ
れ
る
か
、
墓
上
で
紐
を
切
り
、
ま
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。

な
つ
め
だ
ま

出
土
す
る
ガ
ラ
ス
玉
の
形
態
は
、
丸
玉
、
ミ
カ
ン
玉（
筋
玉
）、
棗
玉
な
ど
が
あ
り
、

そ
の
色
に
は
青
、
黒
、
紺
、
浅
黄
、
緑
、
黄
色
、
赤
、
白
、
透
明
な
ど
が
あ
る
。
大
き

さ
は
、
伝
世
品
で
は
直
径
四
�
を
超
す
よ
う
な
大
型
の
玉
が
み
ら
れ
る
が
、
出
土
品
で

は
ほ
と
ん
ど
が
直
径
二
�
よ
り
小
さ
く
一
�
前
後
の
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
流
水
紋
、

小
桜
紋
、
瓜
紋
な
ど
の
模
様
が
み

ら
れ
る
が
、
そ
の
割
合
は
華
や
か

な
模
様
を
持
つ
も
の
が
あ
る
伝
世

品
と
比
べ
る
と
わ
ず
か
で
あ
る

（
写
真
５－

９
）。

恵
庭
市
カ
リ
ン
バ
２
遺
跡
第
�

地
点
、
余
市
町
大
川
遺
跡
な
ど
で

は
、
中
世
の
ア
イ
ヌ
墓
か
ら
ガ
ラ

ス
玉
が
出
土
し
て
い
る
。
中
世
の

出
土
品
は
、
本
州
で
の
ガ
ラ
ス
生

産
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い

の
で
大
陸
か
ら
の
流
入
品
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
中
国
の
山
東
半

島
博
山
で
は
元
代
か
ら
明
代
に
か

写真５－９ いろいろなガラス玉（美々８遺跡、北海道埋蔵文化
財センター提供）

写真５－８ キセル（吸口）（美々８遺跡、北海道埋蔵文化財セ
ンター提供）
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け
て
の
玉
生
産
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
周
辺
か
ら
中
国
東
北
部
を
通
り
、
近

世
の
山
丹
交
易
と
同
じ
ル
ー
ト
を
た
ど
っ
て
北
海
道
に
到
達
す
る
ル
ー
ト
も
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
ほ
か
に
も
ス
テ
ッ
プ
地
帯
を
西
方
か
ら
運
ば
れ
た
玉
が
こ
れ

と
と
も
に
流
入
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

一
七
世
紀
は
じ
め
、
宣
教
師
ジ
ェ
ロ
ニ
モ
・
デ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
ス
は
松
前
付
近
の
ア

イ
ヌ
の
女
性
が
種
々
の
色
ガ
ラ
ス
の
玉
を
頚
に
か
け
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る

（
Ｈ
・
チ
ー
ス
リ
ク
編
『
北
方
探
検
記
』）。

ま
た
、
一
八
世
紀
か
ら
の
本
州
の
文
献
で
は
、「
青
玉
」、「
虫
の
巣
」
な
ど
と
呼
ば

れ
る
玉
が
大
陸
か
ら
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
幕
末
の
函

館
奉
行
所
関
連
文
書
に
も
山
丹
交
易
で
玉
が
運
ば
れ
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
近
世
を
通
し
て
大
陸
か
ら
ガ
ラ
ス
玉
が
流
入
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
一
七
世
紀
頃
か
ら
長
崎
、
堺
、
江
戸
な
ど
で
ガ
ラ
ス
生
産
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
一
八
・
一
九
世
紀
の
文
献
に
は
松
前
で
「
虫
の
巣
」
の
ま
が
い
品
が
売
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
近
世
後
半
に
は
国
内
の
ガ
ラ
ス
生
産
地
で
作
ら
れ

た
玉
が
北
海
道
へ
運
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
、
玉
の
成
分
分
析
が
次
々
に

行
な
わ
れ
て
お
り
、
玉
の
流
通
に
関
す
る
新
し
い
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。

第
五
節

ア
イ
ヌ
文
化
期
の
生
業

第
一
項

鉄
器
の
普
及
と
多
様
化
す
る
生
業

ア
イ
ヌ
文
化
期
の
生
業
は
、
狩
猟
と
漁
撈
を
主
と
し
、
そ
れ
に
若
干
の
農
耕
が
加

わ
っ
て
い
る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
縄
文
時
代
か
ら
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
た
と
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
時
代
を
追
っ
て
生
業
の
内
容
が
か
な
り
変
化
し
て
い
る
。
そ
の

要
因
と
し
て
、
様
々
な
鉄
製
品
の
普
及
に
よ
る
生
業
の
効
率
化
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ま

た
、
鉄
製
品
を
主
体
に
し
た
本
州
の
物
品
を
獲
得
す
る
た
め
の
交
易
品
生
産
が
、
時
代

を
追
っ
て
拡
大
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。

狩
猟
に
関
連
す
る
道
具
類
で
は
、
鏃
が
石
か
ら
鉄
へ
変
化
し
鋭
利
さ
が
増
す
と
共

に
、
骨
製
・
竹
製
・
木
製
の
鏃
・
銛
先
、
中
柄
等
の
作
成
に
お
い
て
も
、
石
器
に
代
わ

る
鉄
製
小
刀
（
マ
キ
リ
）
の
利
用
が
格
段
の
効
率
化
を
も
た
ら
し
た
。
ワ
ナ
に
用
い
る

木
の
切
り
出
し
や
加
工
に
も
、
鉄
斧
、
山
刀
や
小
刀
は
石
器
よ
り
効
力
を
発
揮
し
た
に

違
い
な
い
。
遺
跡
か
ら
は
骨
し
か
出
土
し
な
い
が
、
熊
、
鹿
、
貂
、
海
獣
類
な
ど
の
毛

皮
獲
得
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

川
や
海
で
の
漁
撈
で
は
鮭
鉤
、
銛
、
ヤ
ス
な
ど
に
鉄
が
使
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
骨

製
や
木
製
の
銛
先
や
中
柄
の
製
作
に
も
鉄
器
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ま

た
、
札
幌
市
Ｋ
４
８
３
遺
跡
で
ヤ
ナ
が
み
つ
か
っ
て
お
り
、
使
用
す
る
木
材
の
切
り
出

し
に
鉄
斧
は
大
き
な
威
力
を
発
揮
し
た
と
い
え
よ
う
。
捕
獲
さ
れ
た
サ
ケ
類
は
交
易
品

と
し
て
大
量
に
本
州
に
運
び
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

擦
文
文
化
期
に
ほ
と
ん
ど
み
つ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
貝
塚
が
、
ア
イ
ヌ
期
に
な
る
と

道
内
海
岸
部
に
残
さ
れ
る
。
太
平
洋
海
岸
部
で
は
苫
小
牧
市
弁
天
貝
塚
、
室
蘭
市
絵
鞆

貝
塚
、
伊
達
市
有
珠
３
遺
跡
、
南
有
珠
２
遺
跡
な
ど
、
日
本
海
岸
で
は
小
樽
市
桃
内
貝

塚
、余
市
町
大
川
遺
跡
な
ど
、オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
部
で
は
小
清
水
町
フ
レ
ト
イ
貝
塚
、

斜
里
町
オ
ン
ネ
ベ
ツ
西
側
台
地
遺
跡
な
ど
で
あ
る
。

第５章 アイヌ文化期
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日
本
海
側
の
貝
塚
か
ら
は
、
ヤ
ス
で
突
か
れ
た
痕
の
残
る
ア
ワ
ビ
の
貝
殻
が
、
ま
た

太
平
洋
や
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
に
面
し
た
貝
塚
か
ら
は
同
様
の
痕
が
残
る
ホ
タ
テ
の
貝
殻
が

ま
と
ま
っ
て
み
つ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
貝
は
干
し
貝
に
加
工
し
交
易
品
と
し

て
利
用
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
貝
塚
は
自
家
消
費
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
交
易

品
生
産
の
た
め
に
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
、
近
世
以
降
は
知
行
主
や
場
所

請
負
人
と
の
関
連
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
貝
塚
か
ら
は
ク
ジ
ラ
・
イ
ル
カ
・
ア
シ
カ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
・
ラ
ッ
コ
な
ど
の

海
獣
、
サ
メ
・
メ
カ
ジ
キ
・
サ
ケ
・
ニ
シ
ン
な
ど
の
魚
骨
が
出
土
し
て
お
り
、
当
時
の

狩
猟
・
漁
撈
の
対
象
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
海
獣
類
は
油
の
採
取
、
肉
の
利
用
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
毛
皮
は
重
要
な
交
易
品
と
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
サ
ケ
・
マ

ス
・
ニ
シ
ン
な
ど
の
魚
類
が
交
易
品
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

農
耕
の
面
で
は
林
を
伐
採
し
て
の
畑
の
造
成
に
鉄
斧
や
山
刀
（
タ
シ
ロ
）、
耕
作
に

鉄
製
の
鍬
や
鋤
な
ど
の
使
用
が
考
え
ら
れ
、
農
作
の
効
率
を
高
め
た
で
あ
ろ
う
。
キ
ウ

ス
５
遺
跡
か
ら
樽
前
ａ
火
山
灰
に
覆
わ
れ
た
畑
跡
が
み
つ
か
っ
た
。
川
沿
い
の
平
坦
面

を
利
用
し
て
、
六
な
い
し
七
面
の
畑
が
造
ら
れ
て
お
り
、
各
面
は
四
か
ら
一
〇
本
の
畝

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
未
調
査
部
分
に
も
広
が
り
、
全
体
で
五
〇
〇
平
方
�
程
度
と
推

定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
道
央
の
内
陸
部
で
は
最
初
の
発
見
で
あ
る
が
、
同
様
な
畑
跡
は
洞

爺
湖
町
高
砂
貝
塚
、
伊
達
市
ポ
ン
マ
３
遺
跡
ほ
か
、
道
南
部
の
八
雲
町
、
森
町
、
七
飯

町
の
諸
遺
跡
で
検
出
さ
れ
て
い
る
。
作
ら
れ
た
作
物
は
、
美
々
８
遺
跡
低
湿
部
、
ユ
カ

ン
ボ
シ
Ｃ
２
遺
跡
な
ど
か
ら
検
出
さ
れ
て
い
る
ア
ワ
、
キ
ビ
、
ヒ
エ
属
な
ど
が
考
え
ら

れ
る
。

北
海
道
で
は
狩
猟
・
漁
撈
の
対
象
と
な
る
獲
物
は
大
型
で
個
体
数
が
多
い
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
鉄
器
に
よ
る
生
業
活
動
の
効
率
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活

に
必
要
な
資
源
の
獲
得
と
と
も
に
交
易
品
の
生
産
が
よ
り
容
易
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
も

と
に
し
た
本
州
・
道
南
と
の
交
易
に
よ
り
、
鉄
製
品
、
漆
器
類
、
衣
類
、
酒
、
タ
バ
コ

等
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
本
州
か
ら
の
毛
皮
、
海
産
物
な
ど
の
需

要
を
背
景
と
し
て
、
そ
れ
な
り
の
均
衡
を
と
っ
て
い
た
の
が
ア
イ
ヌ
文
化
期
の
交
易
の

様
相
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
項

離
頭
銛

ア
イ
ヌ
文
化
期
の
漁
撈
具
と
し
て
発
達
し
た
の
が
、
海
獣
狩
猟
や
大
型
魚
類
の
漁
撈

写真５－１０ 回転式離頭銛中柄・指掛部（美々８遺跡、北海道埋蔵文化財センター提供）

図５－４ 回転式離頭銛（キテ）の構造（美々８遺跡、北海道埋蔵文化財センター提供）
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に
用
い
ら
れ
た
回
転
式
離
頭
銛
（
キ
テ
）
で
あ
る
。
銛
頭
は
鹿
角
や
海
獣
骨
を
素
材
と

し
て
作
ら
れ
、先
端
に
金
属
製
の
鏃
が
取
り
付
け
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。本
体
に
は
ロ
ー

プ
を
通
す
二
孔
が
あ
り
、
基
部
に
中
柄
と
接
続
す
る
た
め
の
穴
や
溝
が
作
ら
れ
、
さ
ら

に
獲
物
の
体
内
か
ら
抜
け
に
く
く
す
る
た
め
の
返
し
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
プ

を
通
し
た
銛
先
を
中
柄
を
取
り
付
け
た
柄
の
先
に
装
着
し
、
棹
の
基
部
に
指
掛
け
部
を

つ
け
て
、
投
げ
つ
け
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
（
図
５－

４
）。
銛
が
対
象
と
な
る
獲
物

に
刺
さ
る
と
銛
先
が
中
柄
か
ら
外
れ
て
獲
物
の
体
内
に
残
り
、
ロ
ー
プ
だ
け
で
獲
物
を

手
繰
り
寄
せ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
離
頭
銛
は
縄
文
時
代
に
出
現
し
、
続
縄

文
時
代
と
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
期
の
技
術
を
引
き
継
い
で
発
達
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
文
化
期
に
は
銛
本
体
の
穿
孔
、
え
ぐ
り
な
ど
の
細
か
い
工
作
は
鉄
製
小
刀
の
利

用
に
よ
り
、
よ
り
精
巧
な
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ア
イ
ヌ
文
化
期
の
離
頭
銛
は
道
内
各
地
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
ま
た
伝
世
品
が
道
内

に
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
千
歳
市
で
は
末
広
遺
跡
か
ら
銛
頭
二
点
が
Ta－

ａ
火
山
灰

の
下
で
、
美
々
８
遺
跡
か
ら
銛
頭
一
点
が
Ta－

ｂ
火
山
灰
の
下
で
み
つ
か
っ
て
い
る
。

ま
た
、
美
々
８
遺
跡
低
湿
部
か
ら
は
、
銛
頭
は
な
い
が
、
一
本
式
・
二
本
式
の
銛
頭
中

柄
、
棹
、
指
掛
け
部
が
出
土
し
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
離
頭
銛
を
ア
シ
カ
、
ア
ザ
ラ
シ
、
オ
ッ
ト
セ
イ
、

ラ
ッ
コ
な
ど
の
海
獣
類
、
サ
メ
、
メ
カ
ジ
キ
、
マ
ン
ボ
ウ
な
ど
の
大
型
魚
類
の
捕
獲
に

用
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
文
化
期
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
対
象

が
考
え
ら
れ
よ
う
。

美
々
８
遺
跡
は
太
平
洋
側
勇
払
の
海
岸
線
か
ら
ウ
ト
ナ
イ
ト
湖
に
入
り
一
〇
�
以
上

美
々
川
を
遡
っ
た
内
陸
部
に
あ
た
る
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
マ
グ
ロ
類
の
骨
が
わ
ず
か
だ

が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
丸
木
舟
の
早
櫂
水
掻
部
と
車
櫂
受
台
部
に
メ

カ
ジ
キ
の
線
刻
画
が
残
さ
れ
て
い
た
。
メ
カ
ジ
キ
は
、
ひ
だ
か
町
（
旧
門
別
町
）
の
海

岸
砂
丘
に
立
地
す
る
シ
ノ
タ
イ
遺
跡
で
は
吻
端
骨
が
立
て
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
特
別
の

送
り
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
銛
本
体
に
華
麗
な
装
飾
を
施
す
例
が

伝
世
品
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
銛
を
利
用
し
た
海
獣
狩
猟
や
漁
撈
活
動
が
社
会
の
中

で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

第
三
項

鍛

冶

鉄
製
品
は
ほ
と
ん
ど
が
本
州
方
面
と
の
交
易
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
恒
常
的
に
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

鉄
製
品
の
日
常
的
な
維
持
の
た
め
に
、
再
調
整
や
簡
単
な
加
工
を
行
う
た
め
の
鍛
冶
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
最
近
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
本
州
に

お
け
る「
村
の
鍛
冶
屋
」と
同
様
の
技
術
が
北
海
道
内
で
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

擦
文
文
化
期
に
は
千
歳
市
内
の
キ
ウ
ス
９
遺
跡
、キ
ウ
ス
５
遺
跡
、オ
サ
ツ
２
遺
跡
、

末
広
遺
跡
な
ど
の
ほ
か
、
全
道
各
地
で
鍛
冶
の
跡
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
ア
イ
ヌ

文
化
期
で
は
平
取
町
ピ
パ
ウ
シ
遺
跡
と
イ
ル
エ
カ
シ
遺
跡
で
鍛
冶
炉
の
存
在
が
確
認
で

き
た
。
千
歳
市
内
の
ユ
カ
ン
ボ
シ
Ｃ
２
遺
跡
、
オ
ル
イ
カ
２
遺
跡
な
ど
の
ア
イ
ヌ
文
化

て
っ
さ
い

期
の
集
落
跡
か
ら
も
、
砥
石
、
フ
イ
ゴ
羽
口
、
金
床
石
、
鉄
滓
な
ど
が
検
出
さ
れ
て
お

り
、
鍛
冶
が
行
わ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

ア
イ
ヌ
文
化
期
の
鍛
冶
炉
の
周
辺
か
ら
、
和
釘
、
船
釘
、
カ
ス
ガ
イ
、
小
札
な
ど
の

小
形
の
鉄
器
類
、
棒
状
鉄
製
品
と
呼
ば
れ
る
鉄
棒
、
鉄
鍋
の
破
片
な
ど
が
出
土
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
再
加
工
さ
れ
て
別
の
用
途
に
使
う
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
釘
を

曲
げ
た
釣
針
、
舟
釘
を
曲
げ
た
鮭
鉤
（
マ
レ
ッ
ク
）、
棒
状
の
鉄
製
品
を
利
用
し
た
ヤ

ス
な
ど
の
出
土
例
が
あ
る
。
千
歳
市
梅
川
３
遺
跡
の
Ｉ
Ｐ－

１
か
ら
は
小
札
が
折
り
曲

げ
ら
れ
た
状
態
で
出
土
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
補
修
か
補
強
に
使
わ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
鉄
鍋
で
は
、
千
歳
市
末
広
遺
跡
の
Ｉ
Ｐ－

９１
か
ら
の
出
土
品
は
、
割
れ
口
を

銅
板
で
補
修
し
た
例
、
稚
内
市
オ
ン
コ
ロ
マ
ナ
イ
貝
塚
出
土
品
は
鉄
の
鋲
で
補
修
し
た

例
で
あ
る
。

第５章 アイヌ文化期
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こ
の
よ
う
な
金
属
加
工
の
技
術
は
、
擦
文
文
化
期
か
ら
ア
イ
ヌ
文
化
期
へ
連
続
し
て

い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
明
確
な
結
論
は
出
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日
常
的

に
使
用
す
る
鉄
製
品
の
導
入
と
再
加
工
技
術
は
一
体
と
し
て
導
入
さ
れ
た
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
が
棒
状
鉄
製
品
や
棒
状
鉄
素
材
と
呼
ば
れ
て
い
る
断
面
角

状
で
、
長
さ
二
〇
�
ほ
ど
の
棒
状
の
製
品
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
、
ヤ
ス
や
マ
レ
ッ
ク
に

加
工
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
棒
状
の
ま
ま
残
存
し
て
い
る
も
の
は
、
特

に
使
用
痕
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
鉄
の
素
材
と
し
て
流
通
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。道

南
部
の
上
之
国
勝
山
館
跡
で
は
鍛
冶
炉
や
精
錬
炉
跡
と
、
半
月
形
の
鋼
鉄
塊
、
蛤

形
の
銑
鉄
塊
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
道
内
で
は
銑
鉄
を
鋳
造
す
る
遺
構
は
見
つ

か
っ
て
い
な
い
の
で
、
銑
鉄
塊
は
鍛
打
に
よ
り
炭
素
量
を
減
ら
し
鋼
と
す
る
精
錬
が
行

わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
鋼
塊
は
そ
の
ま
ま
刀
子
な
ど
金
属
器
の
生
産
に
使
用

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
新
羅
之
記
録
』
に
よ
れ
ば
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
は
志
濃
里
の
鍛
冶
屋
で
作
ら
れ

た
マ
キ
リ
を
め
ぐ
る
争
い
に
起
因
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
志
濃
里
に
鍛
冶
屋
が
ま
と

ま
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
こ
で
マ
キ
リ
の
製
作
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
鉄
素
材
の
流
通

と
関
係
し
、
道
南
部
で
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
の
交
易
品
の
作
成
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
道
央
部
の
遺
跡
で
も
棒
状
鉄
製
品
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
素
材
で
持
ち
込

み
、
製
品
の
作
成
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ア
イ
ヌ
へ
の
鉄
の
輸
出
が
き
び
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
と
の
記
録
が
古

川
古
松
軒
『
東
遊
雑
記
』（
天
明
八
〈
一
七
八
八
〉
年
）
に
み
ら
れ
る
。

土
人
物
語
に
、
日
本
の
か
た
な
・
脇
差
も
蝦
夷
人
所
持
せ
る
こ
と
に
て
（
中
略
）
た
か
ら

物
の
よ
う
に
思
い
お
る
よ
し
。
す
べ
て
鉄
類
は
蝦
夷
地
へ
渡
す
こ
と
は
松
前
侯
よ
り
の
制

度
あ
り
て
、
み
だ
り
に
交
易
す
る
こ
と
な
ら
ず
、
刃
金
の
入
り
し
切
れ
も
の
は
、
何
に
よ

ら
ず
し
て
厳
し
き
法
度
な
る
に
、
前
ま
え
に
渡
せ
し
こ
と
な
る
に
や
、
ま
た
は
今
に
て
も

ぬ
け
て
交
易
す
る
こ
と
に
や
、
大
工
道
具
ま
で
富
饒
な
る
夷
人
は
所
持
せ
る
と
の
風
聞
の

よ
し
。
お
も
て
む
き
は
刃
金
の
入
ら
ざ
る
も
の
ば
か
り
を
わ
た
す
こ
と
な
る
に
、
夷
人
の

手
に
て
如
何
製
す
る
こ
と
に
や
、
小
刀
・
鎌
・
斧
・
包
丁
に
至
る
ま
で
よ
く
切
れ
て
、
日

本
に
て
使
う
刃
か
ね
入
り
し
切
れ
物
に
勝
る
と
、
松
前
に
て
各
お
の
い
う
こ
と
な
り

と
あ
り
、
松
前
藩
が
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
を
独
占
す
る
た
め
の
禁
令
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
、
蝦
夷
の
刃
物
が
よ
く
切
れ
る
と
の
記
載
が
あ
り
、
加
工
技
術
も
導
入

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
金
属
製
品
の
出
土
状
況
を
み
る
と

多
く
の
鉄
製
品
が
出
回
っ
て
お
り
、
た
と
え
そ
の
交
易
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も

ア
イ
ヌ
社
会
で
の
鉄
製
品
利
用
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
実
質
的
問
題
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

２８０
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第
六
節

美
々
８
遺
跡
低
湿
地

第
一
項

美
々
８
遺
跡
建
物
跡
・「
ヒ
ヒ
憩
所
船
乗
場
」

美
々
８
遺
跡
は
、
太
平
洋
に
注
ぐ
美
々
川
の
支
流
で
あ
る
美
沢
川
の
両
岸
に
広
が
る

美
沢
川
流
域
遺
跡
群
の
一
つ
で
、
台
地
上
部
の
平
坦
面
か
ら
河
岸
段
丘
斜
面
お
よ
び
河

沿
い
の
低
地
部
に
広
が
っ
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
文
化
期
の
遺
構
と
遺
物
は
樽
前
ｂ
火
山
灰

下
層
の
�
黒
層
、
樽
前
ａ
火
山
灰
と
に
は
さ
ま
れ
た
０
黒
層
、
樽
前
ａ
火
山
灰
上
層
の

表
土
層
か
ら
検
出
さ
れ
て
い
る
。

台
地
上
部
か
ら
は
、
両
火
山
灰
に
覆
わ
れ
た
道
跡
と
そ
の
周
辺
に
掘
立
柱
建
物
跡
が

み
ら
れ
、
珠
洲
系
陶
器
、
内
耳
鉄
鍋
・
斧
・
刀
子
な
ど
の
鉄
製
品
、
骨
角
器
、
漆
器
な

ど
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
０
黒
層
と
�
黒
層
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
斜
面
に
三
条
ほ

ど
の
道
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
一
条
は
�
黒
層
に
あ
っ
た
道
跡
が
樽
前
ｂ
火
山
灰

降
下
後
も
、
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
道
を
下
っ
た
低
地
部
の

�
黒
層
と
０
黒
層
か
ら
は
掘
立
柱
建

物
跡
、
焼
土
、
灰
集
積
な
ど
の
遺
構

と
、
金
属
器
、
陶
磁
器
、
漆
器
、
骨

角
器
、
ガ
ラ
ス
玉
な
ど
が
出
土
し
て

い
る
。
川
岸
は
低
湿
地
遺
跡
と
な
っ

て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
船
着
場
の

跡
、
家
跡
、
送
り
場
跡
な
ど
と
と
も

に
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
な
種
々
多

様
な
木
製
品
や
繊
維
製
品
が
出
土
し

て
お
り
、
一
七
・
一
八
世
紀
の
ア
イ

ヌ
文
化
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
の
で
き
る
良
好
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
舟
の
部
品
や
櫂
、
そ
れ
に
船
着
場

跡
の
発
見
は
美
沢
川
流
域
が
「
シ
コ
ツ
越
え
」
と
呼
ば
れ
た
日
本
海
と
太
平
洋
を
結
ぶ

交
通
路
上
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

表
土
層
で
は
�
黒
層
と
０
黒
層
か
ら
み
つ
か
っ
た
遺
構
群
の
あ
る
沢
よ
り
一
つ
下
流

部
の
涸
れ
沢
部
分
か
ら
、
四
本
×
五
本
の
柱
穴
で
構
成
さ
れ
る
建
物
跡
が
み
つ
か
っ
て

い
る
。
柱
穴
は
平
均
直
径
一
五
�
、
深
さ
六
〇
�
。
建
物
規
模
は
東
西
七
・
三
�
（
約

四
間
）、
南
北
六
・
二
�
（
約
三
間
）
ほ
ど
で
、
各
辺
の
長
さ
は
わ
ず
か
に
異
な
っ
て

い
る
。
こ
の
建
物
跡
の
一
〇
�
ほ
ど
北
側
に
は
三
本
の
柱
穴
列
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、

掘
立
柱
の
建
物
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
。
柱
穴
の
径
は
一
〇
〜
一
二
�
で
あ
る
。

こ
の
建
物
跡
周
辺
は
急
な
段
丘
斜
面
が
続
き
、
わ
ず
か
に
こ
の
建
物
跡
が
あ
っ
た
部

分
だ
け
が
、
緩
や
か
な
傾
斜
と
な
っ
て
い
る
。
台
地
上
か
ら
こ
の
涸
れ
沢
へ
下
る
道
跡

が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
荷
車
の
轍
跡
も
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
道
跡
は
、
幅
七
�
ほ
ど

で
、
川
へ
の
下
り
口
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
写
真
５－

１１
）。

松
浦
武
四
郎
は
、
弘
化
三（
一
八
四
六
）

年
に
舟
で
石
狩
湾
か
ら
イ
サ
リ
（
恵
庭
市

漁
）
に
は
い
り
、
ヲ
サ
ツ
沼
を
経
て
チ
ト

セ
の
番
屋
に
入
っ
た
。
チ
ト
セ
の
番
屋
か

ら
は
陸
路
を
通
っ
て
、
ヒ
ヒ
（
美
々
）
で

乗
船
し
勇
払
へ
下
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き

の
記
録
で
あ
る
『
再
航
蝦
夷
日
誌

七
』

に
は
、「
ヒ
ヒ
憩
所
船
乗
場
之
図
」
が
あ

り
、
急
崖
の
あ
る
川
べ
り
の
場
所
に
、
船

乗
場
に
集
ま
る
舟
、
岸
に
あ
る
憩
所
と
も

う
一
軒
の
家
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
５－

５
）。
ま
た
、
ヒ
ヒ
（
美
々
）
に
つ
い
て
、

写真５－１１ 美々８遺跡中・近世道路調査状況（白く見
えるのが道跡『美沢川流域の遺跡群 XⅢ』より）

図５－５ ヒヒ憩所船乗場の図（『再航蝦夷日誌 七』松
浦武四郎記念館所蔵）
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「
従
チ
ト
セ
番
屋
山
道
弐
り
と
い
へ
と
も
近
き
や
に
覚
ゆ
此
処
小
休
所
有

う
ら
に
夷

人
小
や
弐
軒
有
此
山
中
に
而
焼
た
る
炭
を
皆
此
処
へ
出
す

是
よ
り
し
て
皆
ユ
ウ
フ
ツ

ニ
送
る
也

又
秋
味
も
此
処
迄
馬
車
に
て
積
来
り
其
よ
り
小
舩
に
て
送
る

此
処
よ
り

上
舩
す
」
と
、
船
乗
場
に
憩
場
が
設
け
ら
れ
、
ア
イ
ヌ
の
家
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。

検
出
さ
れ
た
建
物
跡
の
あ
る
周
辺
の
地
形
が
こ
の
絵
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
美
々

８
遺
跡
付
近
が
ヒ
ヒ
（
美
々
）
で
あ
り
、
こ
の
建
物
跡
は
憩
所
で
、
北
側
に
あ
る
三
本

の
柱
穴
列
は
、
図
に
描
か
れ
た
も
う
一
軒
の
建
物
（
夷
家
）
の
一
部
で
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
る
（
写
真
５－

１２
）。

ま
た
、
武
四
郎
は
台
地
上
か
ら
こ
の
沢
へ
と
下
る
道
に
つ
い
て
の
記
載
も
残
し
て
い

る
。
武
四
郎
は
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
に
小
樽
か
ら
札
幌
を
通
り
、
陸
路
千
歳
か
ら

ビ
ビ
を
抜
け
て
勇
払
へ
出
た
。
こ
の
時
の
記
録
で
あ
る
『
西
蝦
夷
日
誌
』
五
編
に
、

「
此
の
道
は
文
化
度
、
山
田
屋
文
右
衛
門
な
る
者
切
開
き
し
と
云
う
街
道
な
れ
ば
道
幅

も
広
く
、
秋
過
る
頃
は
イ
ザ
リ
・
ム

イ
ザ
リ
の
鮭
を
牛
馬
車
の
三
品
に
て

ビ
ヾ
に
下
る
道
な
り
。
ビ
ヾ
よ
り
ユ

ウ
ブ
ツ
迄
ま
た
小
舟
に
て
下
げ
舟
に

積
、
是
則
江
戸
に
て
黒
毛
と
云
鮭
な

り
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
道
に
追

分
（
右
ビ
ビ
、
左
ヒ
ポ
エ
カ
リ
）
標

が
立
て
ら
れ
て
お
り
、「
右
に
下
れ

ば
ビ
ベ
ン
コ
（
ま
た
ベ
ン
ケ
ビ
ビ
と

も
云
う
）、
名
義
、
冷
水
の
上
に
涌

出
る
儀
。
此
処
に
四
尋
も
深
き
水
の

壷
あ
り
（
番
や
あ
り
、
チ
ト
セ
荷
物

此
処
よ
り
小
舟
に
積
な
り
）。
傍
崖
に
て
風
景
よ
ろ
し
。
丙
午
（
一
八
四
六
）
の
秋
は

余
是
よ
り
船
に
て
下
る
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
下
り
道
が
発
掘
で
見
つ
か
っ
た
道
跡
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
炭
や
鮭
が
運
び

出
さ
れ
る
拠
点
で
、
馬
や
荷
車
が
こ
こ
ま
で
入
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
発
掘
の
結
果
と

よ
く
整
合
し
て
い
る
。
な
お
、
近
年
は
ヒ
ポ
エ
カ
リ
か
ら
船
積
み
す
る
と
付
け
加
え
て

い
る
。
ヒ
ポ
エ
カ
リ
は
ビ
ビ
川
の
本
流
と
の
分
岐
点
で
、
今
の
御
前
水
あ
た
り
と
考
え

ら
れ
る
。

幕
末
の
道
路
は
、
昭
和
期
に
千
歳
飛
行
場
が
建
設
さ
れ
る
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い

た
。
旧
国
道
３６
号
は
山
田
文
右
衛
門
の
開
削
し
た
道
路
と
同
じ
場
所
を
通
っ
て
、
千
歳

会
所
跡
の
あ
っ
た
市
街
地
か
ら
ま
っ
す
ぐ
こ
の
地
点
に
伸
び
て
お
り
、
美
々
８
遺
跡
に

突
き
当
た
る
と
こ
ろ
か
ら
美
沢
川
に
沿
っ
て
東
南
に
カ
ー
ブ
し
て
い
た
。
こ
の
建
物
跡

が
み
つ
か
っ
た
の
は
、
こ
の
カ
ー
ブ
地
点
の
斜
面
下
に
当
た
る
。

シ
コ
ツ
越
え
と
美
々
８
遺
跡

松
浦
武
四
郎
の
記
録
か
ら
、
幕
末
の
美
々
８
遺
跡
の
状
況
と
対
比
し
た
が
、
さ
ら
に

そ
れ
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。

文
化
年
間
（
一
八
〇
四
〜
一
八
一
七
）
千
歳
会
所
と
美
々
の
間
お
よ
び
千
歳
会
所
と

イ
ザ
リ
間
の
新
道
を
開
削
し
た
山
田
文
右
衛
門
は
幕
府
の
東
蝦
夷
地
直
轄
期
（
寛
政
十

一
〈
一
七
九
九
〉
年
）
に
設
け
ら
れ
た
勇
払
場
所
の
請
負
人
で
あ
っ
た
。
勇
払
場
所
の

範
囲
は
千
歳
を
越
え
て
イ
ザ
リ
フ
ト
、
ム
イ
サ
リ
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
。
勇
払
場
所
が

千
歳
を
越
え
て
石
狩
川
水
系
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
そ
れ
以
前
の
シ
コ
ツ
十
六
場
所
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
も
太
平
洋
側
と
千
歳
市

域
と
の
関
連
が
あ
っ
た
。
千
歳
地
域
は
千
歳
川
水
系
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
利
用

し
た
日
本
海
側
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
太
平
洋
側
と
の
関
連
も
深
か
っ
た
こ
と
が
判

る
。
日
本
海
側
と
太
平
洋
側
を
結
ぶ
ル
ー
ト
は
一
七
世
紀
か
ら
シ
コ
ツ
越
え
と
し
て
知

ら
れ
、
正
保
元
（
一
六
四
四
）
年
に
幕
府
が
松
前
藩
に
提
出
さ
せ
た
『
正
保
御
国
絵
図
』

写真５－１２ 美々８遺跡中・近世道路調査状況（白く見
えるのが道路、北海道埋蔵文化財センター提供）
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に
引
か
れ
た
朱
書
き
の
線
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

０
黒
層
（
一
六
六
七
〜
一
七
三
九
）
と
�
黒
層
（
一
六
六
七
以
前
）
か
ら
は
本
州
方

面
か
ら
持
ち
運
ば
れ
て
き
た
樽
・
桶
・
曲
げ
物
な
ど
の
木
製
品
、
漆
器
、
鉄
器
、
陶
磁

器
、
ガ
ラ
ス
玉
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
年
代
の
明
ら
か
な
も
の
で
は
一
四
世
紀
後
半

か
ら
一
五
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
中
国
製
陶
磁
器
、
一
五
世
紀
中
頃
に
能
登
半
島
で
焼

か
れ
た
珠
洲
系
陶
器
の
擂
鉢
が
あ
る
。
同
時
期
の
遺
物
は
余
市
町
大
川
遺
跡
で
相
当
量

出
土
し
て
お
り
、
日
本
海
航
路
で
余
市
を
経
由
し
て
搬
入
さ
れ
て
き
た
可
能
性
が
あ

る
。
さ
ら
に
擦
文
文
化
期
に
遡
れ
ば
、
鉄
器
を
は
じ
め
、
須
恵
器
の
坏
・
壷
・
甕
な
ど

も
流
入
し
て
い
る
。
早
櫂
な
ど
舟
具
の
出
土
も
あ
り
、
一
七
世
紀
以
前
に
も
こ
の
付
近

が
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

発
掘
さ
れ
た
道
跡

市
内
の
他
の
遺
跡
か
ら
も
様
々
な
道
跡
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
特
に
、
国
道
３
３
７

号
の
改
良
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
に
お
い
て
、
樽
前
ａ
火
山
灰
の
下
層
（
一
七
三
九
年

以
前
）
か
ら
、
チ
プ
ニ
ー
１
遺
跡
、
チ
プ
ニ
ー
２
遺
跡
、
オ
ル
イ
カ
２
遺
跡
、
ア
ン
カ

リ
ト
ー
７
遺
跡
、
祝
梅
川
上
田
遺
跡
、
祝
梅
川
小
野
遺
跡
、
梅
川
４
遺
跡
な
ど
で
次
々

と
道
跡
が
み
つ
か
っ
た
。
道
跡
の
周
辺
か
ら
は
チ
セ
と
考
え
ら
れ
る
掘
立
柱
建
物
跡
、

倉
跡
、
杭
列
、
炉
跡
な
ど
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
カ
ワ
シ
ン
ジ
ュ
ガ
イ
の
殻
、

鹿
骨
、
骨
角
器
、
鉄
鍋
、
刀
子
、
古
銭
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

松
浦
武
四
郎
は
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
に
石
狩
か
ら
江
別
に
出
、
マ
オ
イ
ト
ー

か
ら
夕
張
に
入
り
、
再
び
マ
オ
イ
ト
ー
に
戻
り
、
そ
の
後
、
千
歳
へ
抜
け
る
ル
ー
ト
を

た
ど
っ
て
い
る
。
そ
の
記
録
で
あ
る
『
西
蝦
夷
日
記
』
五
編
中
に
は
、
ヤ
ム
ワ
ッ
カ
ヒ

ラ
、
ユ
ー
ナ
イ
、
ケ
ネ
ブ
チ
、
ウ
リ
ウ
カ
、
キ
ュ
ウ
シ
（
キ
ウ
ス
）、
タ
ン
ネ
エ
ン
ル

ン
、
ア
ン
ガ
リ
ト
（
ア
ン
カ
リ
ト
ー
）、
シ
ュ
ク
ハ
イ
（
祝
梅
）、
マ
マ
ツ
ブ
ト
（
マ
マ

チ
）
な
ど
の
地
名
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
道
跡
遺
構
は
、
松
浦
武
四
郎
の
た
ど
っ
た

道
を
一
〇
〇
年
以
上
遡
る
も
の
で
、
オ
サ
ツ
ト
ー
・
マ
オ
イ
ト
ー
な
ど
を
含
め
た
千
歳

川
水
系
の
右
岸
（
東
岸
）
を
通
る
ル
ー
ト
の
一
部
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、梅
川
４
遺
跡
は
美
々
川
の
上
流
に
あ
た
る
千
歳
湖
と
近
い
位
置
に
あ
る
。美
々

へ
の
山
道
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
時
期
に
は
、
シ
コ
ツ
越
え
の
一
部
に
あ
た
っ
て
い
た

可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
千
歳
川
左
岸
（
西
岸
）
に
も
末
広
遺
跡
、
ト
メ
ト
川
３

遺
跡
、
オ
サ
ツ
２
遺
跡
、
ユ
カ
ン
ボ
シ
Ｃ
２
遺
跡
、
ユ
カ
ン
ボ
シ
Ｃ
１５
遺
跡
な
ど
で
ア

イ
ヌ
期
の
集
落
跡
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
、
イ
ザ
リ
フ
ト
へ
向
け
て
整
備
さ

れ
た
山
道
の
前
段
階
に
あ
た
る
も
の
で
、
千
歳
川
水
系
の
左
岸
を
た
ど
る
道
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
跡
の
調
査
は
集
落
に
お
け
る
道
と
住
居
跡
や
倉
な
ど

と
の
関
連
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
集
落
間
の
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に

す
る
手
が
か
り
と
も
な
る
。
河
川
交
通
と
と
も
に
、
陸
上
交
通
網
の
も
つ
役
割
を
再
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項

メ
カ
ジ
キ
線
刻
画
の
あ
る
櫂

美
々
８
遺
跡
低
湿
部
の
０
黒
層
と
�
黒
層
か
ら
出
土
し
た
遺
物
の
う
ち
、
木
製
品
八

五
八
点
、
漆
器
三
八
点
、
繊
維
製
品
一
七
点
、
金
属
製
品
一
一
九
点
、
ガ
ラ
ス
玉
五
点

な
ど
一
一
六
四
点
が
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
そ

の
木
製
品
の
中
に
、
メ
カ
ジ
キ
の
線
刻
画
の
あ
る
早
櫂
と
車
櫂
受
台
部
が
あ
る
。

早
櫂
は
、
全
長
一
九
三
・
九
�
、
柄
部
長
一
五
八
・
四
�
、
柄
部
径
三
・
四
�
で
、

柄
が
三
つ
に
折
れ
た
状
態
で
出
土
し
た
が
、
完
全
な
状
態
に
復
元
で
き
た
。
水
か
き
部

は
長
さ
三
五
・
五
�
、
幅
一
四
・
一
�
、
厚
さ
二
・
五
�
で
、
肩
の
張
り
出
す
幅
広
の

形
態
で
、
断
面
は
凸
レ
ン
ズ
形
で
あ
る
。
水
か
き
部
の
柄
に
近
い
場
所
に
両
面
と
も
模

様
が
描
か
れ
て
お
り
、
う
ち
一
面
に
魚
の
線
刻
画
が
あ
る
。
線
刻
画
の
大
き
さ
は
長
さ

二
二
・
九
�
、
幅
六
・
八
�
で
、
吻
が
長
く
、
背
び
れ
の
基
底
が
短
く
鎌
形
で
、
腹
び

れ
が
な
い
メ
カ
ジ
キ
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
（
写
真
５－

１３
下
）。
水
か
き
部
の
先
端

は
、
尾
び
れ
の
部
分
か
ら
欠
損
し
て
い
る
。
ま
た
、
柄
部
の
末
端
に
近
い
部
分
に
は
、

第５章 アイヌ文化期
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「
Ｘ
」
字
状
の
シ
ロ
シ
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
末
端
部
は
断
面
長
方
形
で
や
や
磨
耗
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
櫂
握
部
が
装
着
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
木
取
り
は
柾
目
で
、

樹
種
は
サ
ク
ラ
属
で
あ
る
。
柄
部
が
長
い
こ
と
か
ら
外
洋
形
と
も
な
る
板
綴
舟
の
櫂
と

考
え
ら
れ
る
。

車
櫂
受
台
部
は
舟
の
舷
側
板
に
縛
り
と

め
ら
れ
、
車
櫂
を
受
け
る
軸
木
を
持
つ
部

分
で
あ
る
。
本
例
は
現
存
長
三
四
・
六

�
、
幅
四
・
四
�
、
厚
さ
二
・
八
�
で
、

縛
り
付
け
る
た
め
の
両
端
の
抉
り
及
び
軸

受
け
部
を
欠
損
し
て
い
る
。
一
側
面
に
一

一
・
四
�
、
幅
三
・
〇
�
の
大
き
さ
で
メ

カ
ジ
キ
の
線
刻
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
絵

柄
は
早
櫂
に
描
か
れ
た
も
の
と
同
一
で
あ

る
が
、
や
や
稚
拙
で
あ
る
。
木
取
り
は
柾

目
で
、
樹
種
は
ハ
ン
ノ
キ
で
あ
る
（
写
真

５－

１３
上
）。

メ
カ
ジ
キ
は
、

全
長
四
�
、
体

重
三
〇
〇
�
を

超
え
る
大
型
魚

で
、
七
月
か
ら

八
月
に
か
け
て

北
海
道
の
噴
火

湾
か
ら
日
高
方

面
に
か
け
て
回

遊
し
て
く
る
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
こ
の
メ
カ
ジ
キ
を
シ
リ
カ
プ
と
呼
び
、
板
綴
舟
に

乗
り
込
み
、五
・
六
時
間
か
け
て
沖
合
に
漕
ぎ
出
し
、離
頭
銛
を
用
い
て
漁
を
行
っ
た
。

白
老
の
事
例
で
は
三
人
乗
り
組
み
が
多
か
っ
た
。射
止
め
た
獲
物
は
、頭
を
切
り
取
り
、

吻
が
上
を
む
く
よ
う
に
船
に
積
み
込
ん
で
帰
っ
た
。
村
に
帰
っ
て
か
ら
は
解
体
が
行
わ

れ
、
肉
が
食
用
と
し
て
分
配
さ
れ
、
残
っ
た
も
の
は
細
か
く
裂
い
て
、
蓬
な
ど
を
燃
や

し
て
煙
で
い
ぶ
し
た
後
、
炉
の
上
で
再
度
い
ぶ
し
て
保
存
食
と
し
た
。
頭
部
は
、
カ
ム

イ
ノ
ミ
を
行
っ
て
か
ら
解
体
さ
れ
、
吻
は
切
り
落
と
さ
れ
た
。

ひ
だ
か
町
（
旧
門
別
町
）
シ
ノ
タ
イ
遺
跡
で
は
、
長
さ
六
�
、
幅
四
�
ほ
ど
の
範
囲

に
シ
カ
、
ク
ジ
ラ
、
イ
ル
カ
な
ど
の
骨
と
と
も
に
、
メ
カ
ジ
キ
の
吻
端
骨
と
椎
骨
が
ま

と
ま
っ
て
出
土
し
た
。
吻
端
骨
が
先
端
か
ら
土
中
に
突
き
刺
さ
っ
た
ま
ま
の
も
の
が
八

本
あ
り
、
倒
れ
た
も
の
を
復
元
す
る
と
四
〇
個
体
以
上
が
数
列
に
立
ち
並
ん
で
い
た
こ

と
が
判
明
し
た
。
メ
カ
ジ
キ
を
主
体
と
す
る
動
物
送
り
の
場
と
考
え
ら
れ
る
。

美
々
８
遺
跡
の
メ
カ
ジ
キ
の
線
刻
画
は
、
こ
の
よ
う
な
太
平
洋
側
に
お
け
る
メ
カ
ジ

キ
漁
と
関
連
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
遺
跡
低
湿
部
出

土
の
木
製
品
の
中
に
は
、
回
転
式
離
頭
銛
の
一
本
用
と
二
本
用
の
銛
先
中
柄
、
棹
、
指

掛
け
部
が
み
ら
れ
る
。
板
綴
舟
の
破
片
も
出
土
し
て
い
る
の
で
、
メ
カ
ジ
キ
漁
に
内
陸

部
の
人
々
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

美
々
８
遺
跡
は
勇
払
の
海
岸
線
か
ら
ウ
ト
ナ
イ
湖
に
入
り
、
一
〇
�
以
上
美
々
川
を

遡
っ
た
内
陸
部
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
な
内
陸
部
の
遺
跡
に
お
け
る
メ
カ
ジ
キ
の
線
刻

画
の
存
在
は
海
岸
部
と
内
陸
部
が
河
川
交
通
に
よ
っ
て
強
く
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
河
川
集
団
は
、
イ
オ
ル
と
よ
ば
れ
、
河
川
を
単
位
と

し
て
川
を
中
心
に
し
た
生
活
領
域
を
共
有
形
成
し
、
共
同
し
て
大
型
魚
類
や
大
型
獣
捕

獲
の
た
め
の
生
産
活
動
を
行
い
、
共
同
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
交
易
を
行
う
際
に
は
舟
の
乗
組
員
を
輩
出
す
る
集
団
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

写真５－１３ メカジキの線刻画のある早櫂水掻部と車櫂
受台部（美々８遺跡、北海道埋蔵文化財センター提供）

写真５－１４ 各種形態の櫂（中央が線刻画の
ある早櫂、北海道埋蔵文化財センター提供）

２８４
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第
七
節

骨
か
ら
見
た
ア
イ
ヌ

立
体
的
な
顔
面
骨
格
、骨
幹
が
扁
平
な
四
肢
長
骨
、遠
位
部
が
相
対
的
に
長
い
上
肢
・

下
肢
。
こ
れ
が
縄
文
時
代
人
の
骨
格
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
や
や
繊
細
に

し
た
も
の
が
ア
イ
ヌ
の
骨
格
で
あ
り
、
骨
格
の
上
で
は
縄
文
人
と
ア
イ
ヌ
が
よ
く
似
て

い
る
こ
と
は
明
治
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
（
写
真
５－

１５
）。「
北
海
道
人
の
系
譜
」

の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
で
は
、
日
本
列
島
の
縄
文
人
が
北
海
道
の
続
縄
文
人
を

経
て
ア
イ
ヌ
に
移
行
し
た
と
考
え
る
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
擦

文
時
代
人
骨
か
ら
近
世
ア
イ
ヌ
へ
の
連
続
的
な
移
行
の
詳
細
を
述
べ
、
次
に
北
海
道
ア

イ
ヌ
の
地
域
差
に
言
及
し
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
部
で
起
こ
っ
た
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
と
ア

イ
ヌ
の
祖
先
の
交
流
の
可
能
性

を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

擦
文
時
代
人
か
ら
近
世
ア
イ
ヌ

へ
最
初
に
人
類
学
的
研
究
が
行

わ
れ
た
擦
文
時
代
人
骨
は
、
千

歳
市
ウ
サ
ク
マ
イ
遺
跡
Ａ
地
点

出
土
の
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三

十
八
年
〜
四
十
一
年
に
行
わ
れ

た
発
掘
調
査
で
、
円
形
竪
穴
墓

壙
内
に
、
金
属
器
と
続
縄
文
時

代
終
末
期
か
ら
擦
文
時
代
初
期

の
土
器
を
副
葬
さ
れ
て
、
屈
葬

状
態
で
埋
葬
さ
れ
た
人
骨
が
少

な
く
と
も
九
体
分
発
見
さ
れ

た
。
骨
の
保
存
状
態
は
良
好
で
は
な
か
っ
た
が
、
国
立
科
学
博
物
館
の
山
口
敏
等
の
報

告
に
よ
れ
ば
、
頭
蓋
の
非
計
測
的
形
質
の
観
察
が
可
能
で
、
近
世
ア
イ
ヌ
と
の
親
近
性

を
示
唆
す
る
特
徴
が
少
な
か
ら
ず
確
認
さ
れ
た
と
い
う
。

ほ
ぼ
同
じ
頃
に
大
阪
大
学
の
調
査
団
に
よ
っ
て
有
珠
善
光
寺
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た

擦
文
時
代
人
の
頭
蓋
は
、当
初
は
和
人
的
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、百
々

等
が
よ
り
詳
し
く
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
縄
文
人
か
ら
ア
イ
ヌ
へ
の
移
行
形
態
を
示
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

現
時
点
で
最
も
保
存
状
態
の
よ
い
擦
文
時
代
人
骨
は
、
四
十
一
年
に
厚
岸
町
下
田
ノ

沢
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
成
人
女
性
人
骨
で
、ほ
ぼ
全
身
の
骨
格
が
遺
残
し
て
い
る
。百
々

等
の
人
類
学
的
研
究
で
は
、
こ
の
人
骨
は
近
世
北
海
道
ア
イ
ヌ
と
基
本
的
に
変
わ
る
と

こ
ろ
が
な
い
と
結
論
さ
れ
た
。
問
題
は
人
骨
の
帰
属
時
期
で
あ
っ
て
、
埋
葬
様
式
が
屈

葬
で
、
墓
壙
中
か
ら
擦
文
式
土
器
の
破
片
が
発
見
さ
れ
た
の
で
擦
文
時
代
と
さ
れ
て
い

た
が
、
最
近
骨
の
試
料
を
用
い
て
Ａ
Ｍ
Ｓ
法
に
よ
る
炭
素
１４
年
代
測
定
を
行
っ
た
結

果
、
こ
の
人
骨
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
擦
文
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

三
十
七
年
か
ら
四
十
二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
大
阪
大
学
に
よ
る
有
珠
善
光
寺
遺
跡

の
発
掘
調
査
で
は
、
室
町
・
桃
山
期
の
有
珠
鉄
器
貝
層
人
が
三
体
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
の
人
骨
を
研
究
し
た
栗
栖
浩
二
郎
に
よ
れ
ば
、
人
骨
の
埋
葬
様
式
は
東
頭
位
、
伸
展

葬
で
近
世
ア
イ
ヌ
の
そ
れ
と
同
じ
で
、
形
態
的
に
も
ア
イ
ヌ
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い

と
い
う
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
北
海
道
で
は
、
擦
文
時
代
か
ら
中
世
を
経
て
近
世
ア
イ
ヌ
文
化

期
ま
で
、
人
骨
の
形
態
的
特
徴
は
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
さ
し
つ
か

え
な
い
。

地
域
差

道
東
部
と
道
南
部
で
ア
イ
ヌ
頭
蓋
の
計
測
値
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
北
海

道
大
学
の
伊
藤
昌
一
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
た
が
、
昭
和
五
十
六
年
に
山
口
敏
は

写真５－１５ 近世北海道アイヌ（左）と縄文人（右）の頭蓋の比較

第５章 アイヌ文化期
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ア
イ
ヌ
の
地
域
差
を

さ
ら
に
詳
し
く
調
査

し
た
。
判
別
分
析
法

を
用
い
て
、
ア
イ
ヌ

頭
蓋
の
各
個
体
を
平

均
よ
り
ア
イ
ヌ
ら
し

さ
の
強
い
も
の
と
平

均
よ
り
ア
イ
ヌ
ら
し

さ
の
弱
い
も
の
に
分

け
て
、
北
海
道
地
図

に
プ
ロ
ッ
ト
す
る

と
、
ア
イ
ヌ
頭
蓋
は

大
ま
か
に
、
道
南
地

方
、
道
東
地
方
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
部
の
三
群
に
分
か
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
（
図
５－

６
）。

ア
イ
ヌ
ら
し
さ
の
強
い
黒
丸
の
個
体
は
日
高
、
十
勝
地
方
を
中
心
に
し
た
道
東
地
方

に
多
く
、
ア
イ
ヌ
ら
し
さ
の
弱
い
白
丸
の
個
体
は
道
南
地
方
に
多
い
。
オ
ホ
ー
ツ
ク
海

沿
岸
で
は
黒
丸
と
白
丸
が
相
半
ば
し
て
い
る
。
道
東
地
方
に
は
縄
文
・
続
縄
文
時
代
か

ら
北
海
道
固
有
の
形
態
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
イ
ヌ
期
に
い

た
っ
て
も
そ
の
独
自
性
が
保
た
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
道
南
部
で
は
、
縄

文
時
代
以
来
本
州
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
本
州
か
ら
の
遺
伝
的
影
響
が
ア
イ
ヌ
ら
し
さ

の
弱
い
個
体
が
多
い
原
因
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸

部
で
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
の
影
響
が
白
丸
の
個
体
の
数
を
増
や
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
山
口
敏
の
解
釈
で
あ
る
が
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
地
域
の
ア
イ
ヌ
に
オ
ホ
ー
ツ

ク
人
の
遺
伝
的
影
響
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
最
近
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
骨
の

研
究
を
勢
力
的
に
進
め
て
い

る
琉
球
大
学
の
石
田
肇
や
北

里
大
学
の
埴
原
恒
彦
に
よ
っ

て
も
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

百
々
は
石
田
・
埴
原
と
は

別
個
に
、
札
幌
医
科
大
学
に

保
管
さ
れ
て
い
る
オ
ホ
ー
ツ

ク
文
化
期
の
頭
蓋
の
非
計
測

的
特
徴
を
調
査
し
、
そ
れ
を

指
標
に
し
て
オ
ホ
ー
ツ
ク
人

と
そ
の
周
辺
の
人
類
集
団
の

類
縁
図
を
描
い
て
み
た
（
図

５－

７
）。
こ
の
図
に
よ
る
と
オ
ホ
ー
ツ
ク
集
団
は
、
縄
文
・
ア
イ
ヌ
群
と
弥
生
人
、

古
墳
人
、
現
代
日
本
人
、
北
中
国
人
、
モ
ン
ゴ
ル
人
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
典
型
的
モ

ン
ゴ
ロ
イ
ド
」
群
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
し
て
い
る
。
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
は
北
海
道
ア
イ
ヌ

の
祖
先
集
団
に
遺
伝
的
影
響
を
与
え
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
逆
に
彼
ら
か
ら
の
影
響
も

受
け
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
両
者
の
交
流
は
予
想
以
上
に
活
発
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

引
用
・
参
考
文
献

ア
・
青
野
友
哉
「
北
海
道
に
お
け
る
貝
塚
文
化
の
消
長－

縄
文
時
代
〜
近
代
の
生
業
と
祭
祀－

」

『
地
域
と
文
化
の
考
古
学
�
』
明
治
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
編

二
〇
〇
八
年
／
赤
沼
英
男

「
中
世
社
会
に
お
け
る
鉄
器
の
製
作
と
そ
の
使
用－

勝
山
館
跡
出
土
遺
物
か
ら
の
発
見
」『
北
か

ら
見
直
す
日
本
史
』
大
和
書
房

二
〇
〇
一
年
／
秋
田
県
教
育
委
員
会
『
寒
川
�
遺
跡
・
寒
川

�
遺
跡
』
一
九
八
八
年
／
安
部
辰
夫
・
平
川
南
『
多
賀
城
碑－

そ
の
謎
を
解
く
（
増
補
版
）』
一

図５－６ アイヌ頭蓋のうち、判別関数において、平均より
アイヌらしさの強い個体（●）とアイヌらしさの弱い個体
（○）の分布（山口敏１９８１）

図５－７ 頭蓋の非計測的形質２２項目を指標にした近隣
結合法によるオホーツク人と周辺集団の類縁図

２８６
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九
九
九
年
／
石
附
喜
三
男
『
北
海
道
千
歳
市
ウ
サ
ク
マ
イ
遺
跡
』
一
九
七
四
年
／
同
「
擦
文
土

器
の
編
年
的
研
究
」『
北
海
道
の
研
究
』
第
二
巻

清
文
堂

一
九
八
四
年
／
伊
崎
俊
秋
他
『
今

川
遺
跡
』
津
屋
崎
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
四
集

一
九
八
一
年
／
石
狩
市
教
育
委
員
会

『
石

狩
紅
葉
山
４９
号
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
二
〇
〇
五
年
／
伊
藤
裕
満

「
白
老
地
方
に
お
け
る
シ

リ
カ
プ
漁
の
事
例－
伝
統
的
海
漁
の
集
中
調
査
の
中
間
報
告
（
上
・
下
）」『
ア
イ
ヌ
民
族
博
物

館
だ
よ
り
』
№
１１
・
１２
一
九
八
六
年
／
伊
東
信
雄
「
土
師
器
文
化
」『
水
沢
市
史
』
一
九
七
四
年

／
同
「
東
北
の
弥
生
文
化
」『
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
〇
号

一
九
七
九

年
／
同
「
東
北
地
方
に
お
け
る
稲
作
農
耕
の
成
立
」『
日
本
史
の
黎
明
』
六
興
出
版

一
九
八
五

年
／
宇
田
川
洋
『
増
補
ア
イ
ヌ
考
古
学
』
二
〇
〇
〇
年
／
Ｈ
・
チ
ー
ス
リ
ク
編
『
北
方
探
検
記
』

一
九
六
二
年
／
宇
部
則
保
「
７
・
８
世
紀
の
沈
線
文
土
師
器
」『
蝦
夷
・
律
令
国
家
・
日
本
海
』

一
九
九
七
年
／
同
「
香
深
井
１
遺
跡
の
土
師
器
に
つ
い
て
」『
北
海
道
考
古
学
』
４５

二
〇
〇
九

年
／
梅
原
末
治
『
鳥
取
県
史
蹟
勝
地
調
査
報
告

第
一
冊

鳥
取
県
下
に
於
け
る
有
史
以
前
の

遺
跡
』
鳥
取
県

一
九
二
二
年
／
枝
幸
町
教
育
委
員
会
『
目
梨
泊
遺
跡
』
一
九
九
四
年
／
恵
庭

市
教
育
委
員
会
『
恵
庭
遺
跡
』
一
九
六
六
年
／
同
『
上
島
松
遺
跡
』
一
九
七
四
年
／
同
『
北
海

道
恵
庭
市
茂
漁
七
遺
跡
・
茂
漁
八
遺
跡
』
二
〇
〇
四
年
／
江
別
市
教
育
委
員
会
『
萩
ヶ
岡
遺
跡
』

一
九
八
二
年
／
長
見
義
三
『
ち
と
せ
地
名
散
歩
』
北
海
道
新
聞
社

一
九
七
六
年
／
大
谷
敏
三

「
擦
文
期
の
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
」『
末
広
遺
跡
に
お
け
る
考
古
学
的
調
査
（
下
）』
千
歳
市
教

育
委
員
会

一
九
八
二
年
／
大
塚
和
義
「
ア
イ
ヌ
の
キ
テ
の
諸
系
列
」『
国
立
民
族
学
博
物
館
研

究
報
告
』
１－

４

一
九
七
六
年
「
失
わ
れ
た
ア
イ
ヌ
の
儀
礼
」『
ア
ニ
マ
』
�
９７

一
九
八
一

年
／
大
沼
忠
春
「
続
縄
文
文
化
」『
北
海
道
史
研
究
』
第
一
二
号

一
九
七
七
年
／
同
「
北
海
道

の
古
代
社
会
と
文
化
」『
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
』名
著
出
版

一
九
九
六
年
ａ
／
同「
擦
文
・

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
北
方
社
会
」『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
№
１２

１
９
９
６
年
ｂ
／
大
場
利

夫
『
浜
益
遺
跡
』
浜
益
村
役
場
・
浜
益
村
教
育
委
員
会

一
九
六
一
年
／
大
場
利
夫
・
石
川
徹

『
千
歳
遺
跡
』
千
歳
市
・
千
歳
市
教
育
委
員
会

一
九
六
七
年
／
大
場
利
夫
・
大
井
晴
男
編
『
香

深
井
遺
跡
下
』
一
九
八
一
年
／
小
樽
市
教
育
委
員
会
『
蘭
島
遺
跡
Ｄ
地
点
』
一
九
九
二
年

カ
・
春
日
真
実
「
越
後
出
土
の
多
孔
底
土
器
に
つ
い
て
」『
新
潟
考
古
』
第
一
四
号

二
〇
〇
三

年
／
同
「
古
代
越
後
の
集
団
と
地
域
」『
日
本
海
域
歴
史
大
系
』
第
二
巻

清
文
堂
出
版

二
〇

〇
六
年
／
上
ノ
国
町
教
育
委
員
会
『
史
跡
上
ノ
国
勝
山
館
跡
』
�
�
�

二
〇
〇
一
年
／
萱
野

茂
『
ア
イ
ヌ
の
民
具
』
一
九
七
八
年
／
北
構
保
男
『
古
代
蝦
夷
の
研
究
』
雄
山
閣

一
九
九
一

年
／K

idder
"T
he
Jom
on
P
ottery

of
Japan"

A
rtibus

A
siae,

A
son,

Sw
itzland

１９

５７

／
喜
田
貞
吉
「
本
邦
古
代
に
於
け
る
北
地
と
の
海
上
交
通
」『
交
通
文
化
』
第
五
号

一
九
三

九
年
／
北
沢
実
「
展
示
品
の
紹
介
」『
帯
広
百
年
記
念
館
紀
要
』
２
号

一
九
八
四
年
／
京
都
国

立
博
物
館
『
京
都
国
立
博
物
館
蔵
品
図
版
目
録

考
古
編
』
一
九
九
四
年
／
金
廷
鶴
編
『
韓
国

の
考
古
学
』
一
九
七
二
年
／
釧
路
市
教
育
委
員
会
『
釧
路
市
材
木
町
５
遺
跡
調
査
報
告
書
』
一

九
八
九
年
／
久
保
智
康
「
中
世
・
近
世
の
鏡
」『
日
本
の
美
術
』
第
三
九
四
号

至
文
堂

一
九

九
九
年
／
河
野
広
道
「
網
走
市
史
先
史
時
代
編
」『
網
走
市
（
上
）』
一
九
五
八
年
／
同
「
胆
振

国
千
歳
村
火
山
灰
下
の
竪
穴
住
居
跡
」『
人
類
学
雑
誌
』
第
四
七
巻
第
五
号

一
九
三
二
年
／
同

「
北
海
道
の
土
器
」『
郷
土
の
科
学
』
第
二
三
号

一
九
五
九
年
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
蝦

夷
の
墓－

森
ケ
沢
遺
跡
調
査
概
要
』
一
九
九
四
年
／
越
田
賢
一
郎
「
北
方
社
会
の
物
質
文
化

鉄
か
ら
み
た
北
海
道
の
歴
史
」『
蝦
夷
島
と
北
方
世
界
』
日
本
の
時
代
史
１９

二
〇
〇
三
年
／
同

「
ア
イ
ヌ
玉
の
話
�
�
」『
北
海
道
の
文
化
』
５１
・
７９

一
九
八
四
・
二
〇
〇
七
年
／
児
島
恭
子

「
エ
ミ
シ
、
エ
ゾ
、「
毛
人
」「
蝦
夷
」
の
意
味
」『
律
令
制
と
古
代
社
会
』
東
京
堂
出
版

一
九

八
四
年
／
後
藤
寿
一
「
北
海
道
の
先
史
時
代
に
つ
い
て
の
私
見
」『
考
古
学
雑
誌
』
二
四
巻
一
一

号

一
九
三
四
年
／
同
「
札
幌
市
及
び
そ
の
付
近
の
遺
跡
・
遺
物
の
二
三
に
つ
い
て
」『
考
古
学

雑
誌
』
第
二
七
巻
第
九
号

一
九
三
七
年
／
小
林
孝
二
「
ア
イ
ヌ
民
族
住
居
（
チ
セ
）
に
関
す

る
研
究
」『「
北
の
文
化
交
流
史
研
究
事
業
」
研
究
報
告
』

二
〇
〇
〇
年
／
小
林
行
雄
「
さ
つ
も

ん－

ど
き

擦
文
土
器
」『
図
解
考
古
学
辞
典
』
東
京
創
元
社

一
九
五
九
年
／
駒
井
和
愛
「
オ

ホ
ー
ツ
ク
式
遺
跡
と
大
陸
的
文
物
」『
歴
史
』
第
一
巻
第
二
号

一
九
四
八
年
／
同
「
日
本
石
器

時
代
と
我
が
文
明
の
起
源
」『
日
本
古
代
と
大
陸
文
化
』
野
村
書
店

一
九
四
八
年

サ
・
坂
本
太
郎
「
日
本
書
紀
と
蝦
夷
」『
蝦
夷
』
朝
倉
書
店
（
一
九
六
四
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
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的
研
究

上

文
献
篇
』
東
京
大
学
出
版
会

所
収
）
一
九
五
六
年
／
笹
田
友
孝
「
金
属
器
文

化
の
普
及
」『
北
海
道
の
古
代
３

擦
文
・
ア
イ
ヌ
文
化
』
北
海
道
新
聞
社

二
〇
〇
四
年
／
札

幌
市
教
育
委
員
会
『
Ｈ
三
七
遺
跡

丘
珠
空
港
内
』
一
九
九
六
年
／
札
幌
西
高
校
郷
土
研
究
部

「
空
知
郡
栗
沢
町
由
良
に
お
け
る
遺
跡
調
査
」『
黒
曜
石
』
八
号

一
九
五
九
年
／
佐
藤
孝
雄

「
中
・
近
世
に
お
け
る
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
狩
猟
と
漁
撈
」『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
４

ニ
ュ
ー

サ
イ
エ
ン
ス
社

一
九
九
七
年
／
佐
藤
忠
雄
『
奥
尻
島
青
苗
遺
跡
（
図
版
編
）』
函
館
土
木
現
業

所

奥
尻
町
教
育
委
員
会

一
九
七
九
年
／
市
教
委
『
千
歳
遺
跡
』
一
九
六
七
年
／
同
『
続
千

歳
遺
跡
』
一
九
七
九
年
／
同
『
ウ
サ
ク
マ
イ
遺
跡
群
の
考
古
学
的
調
査
』
一
九
七
九
年
／
同
『
末

広
遺
跡
』（
下
）

一
九
八
二
年
／
同
『
梅
川
４
遺
跡
に
お
け
る
考
古
学
的
調
査
』
二
〇
〇
二
年

／
同
『
ト
メ
ト
川
３
遺
跡
に
お
け
る
考
古
学
的
調
査
』
二
〇
〇
四
年
／
標
津
町
教
育
委
員
会
『
史

跡
標
津
遺
跡
群
伊
茶
仁
カ
リ
カ
リ
ウ
ス
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
一
九
八
二
年
／
斜
里
町
教
育
委

員
会
『
斜
里
町
文
化
財
調
査
報
告
書
�
』
一
九
八
一
年
／
関
根
達
人
「
本
州
ア
イ
ヌ
の
狩
猟
と

漁
撈
」『
動
物
と
中
世

獲
る
・
使
う
・
食
ら
う
』
高
志
書
院

二
〇
〇
九
年

タ
・
田
口
尚
「
低
湿
地
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
ア
イ
ヌ
の
ガ
ラ
ス
玉
」『
北
太
平
洋
の
先
住
民
族
交

易
と
工
芸
』
二
〇
〇
三
年
／
同
『
ア
イ
ヌ
文
化
の
木
製
品
」『
北
海
道
の
古
代
３

擦
文
・
ア
イ

ヌ
文
化
』
北
海
道
新
聞
社

二
〇
〇
四
年
／
高
橋
正
勝
他
『
江
別
太
遺
跡
』
江
別
市
教
育
委
員

会

一
九
七
九
年
／
高
橋
信
雄
「
東
北
北
部
の
土
師
器
と
古
代
北
海
道
系
土
器
の
対
比
」『
北
奥

古
代
文
化
』
一
三
号

一
九
八
二
年
／
高
橋
学
「
口
縁
部
に
沈
線
文
を
も
つ
土
師
器
」『
蝦
夷
・

律
令
国
家
・
日
本
海
』
一
九
九
七
年
／
高
橋
與
右
衛
門
「
岩
手
県
内
の
北
海
道
系
土
師
器
」
同

前
／
武
末
純
一
・
石
川
日
出
志
編
『
考
古
資
料
大
観
』
第
一
巻

小
学
館

二
〇
〇
三
年
／
武

田
照
雄
「
発
足
洞
窟
調
査
概
ね
法
」『
北
海
道
の
文
化
』
特
集
号

一
九
六
三
年
／
田
村
俊
之
「
千

歳
市
根
志
越
３
遺
跡
調
査
概
報
」『
北
海
道
考
古
学
』
二
〇

一
九
八
四
年
／
同
「
北
海
道
に
お

け
る
近
世
ア
イ
ヌ
文
化
の
墓
制
」『
中
近
世
史
研
究
と
考
古
学
』二
〇
〇
二
年
／
知
里
真
志
保『
地

名
ア
イ
ヌ
語
小
辞
典
』
一
九
五
六
年
／
坪
井
清
足
「
ほ
っ
か
い
ど
う－

せ
ん
し－

ど
き

北
海

道
先
史
土
器
」『
図
解
考
古
学
辞
典
』
東
京
創
元
社

一
九
五
九
年
／
築
館
町
教
育
委
員
会
『
伊

治
城
跡
』
一
九
九
二
年
／
寺
島
良
安
「
和
漢
三
才
図
会
」
一
七
一
二
年
／
東
京
大
学
文
化
人
類

学
研
究
室
『
オ
ン
コ
ロ
マ
ナ
イ
』
一
九
六
七
年
／
道
埋
文
『
マ
マ
チ
遺
跡
』
北
埋
調
報
九

一

九
八
二
年
／
同
『
美
沢
川
流
域
の
遺
跡
群
９
』
北
埋
調
報
二
四

一
九
八
五
年
／
同
『
美
沢
川

流
域
の
遺
跡
群
』
Ｘ
�

北
埋
調
報
六
二

一
九
八
九
年
／
同
『
美
沢
川
流
域
の
遺
跡
群
』
Ｘ

Ｖ

北
埋
調
報
七
七

一
九
九
一
年
／
同
『
美
沢
川
流
域
の
遺
跡
群
』
Ｘ
Ｖ
Ｉ

北
埋
調
報
八

三

一
九
九
二
年
／
同
『
美
沢
川
流
域
の
遺
跡
群
』
Ｘ
Ｖ
�

北
埋
調
報
八
九

一
九
九
三
年

／
同
『
美
沢
川
流
域
の
遺
跡
群
』
Ｘ
Ｖ
�

北
埋
調
報
一
〇
二

一
九
九
五
年
／
同
『
美
沢
川

流
域
の
遺
跡
群
』
Ｘ
Ｘ

北
埋
調
報
一
一
三

一
九
九
六
年
／
同
『
千
歳
市
キ
ウ
ス
五
遺
跡

（
三
）』
北
埋
調
報
一
一
五

一
九
九
六
年
／
同

『
千
歳
市
ウ
サ
ク
マ
イ
Ｎ
遺
跡
』
北
埋
調
報
一

五
六

二
〇
〇
一
年
／
同
『
千
歳
市
チ
プ
ニ
ー
一
遺
跡
・
チ
プ
ニ
ー
二
遺
跡
』
北
埋
調
報
一
七

三

二
〇
〇
一
年
／
同
『
恵
庭
市
西
島
松
五
遺
跡
』
北
埋
調
報
一
七
八

二
〇
〇
二
年
／
同
『
ユ

カ
ン
ボ
シ
Ｃ
１５
』（
４
）

北
埋
調
報
一
七
六

二
〇
〇
一
年
／
同
『
チ
プ
ニ
ー
２
遺
跡
』（
２
）

北
埋
調
報
二
〇
七

二
〇
〇
四
年
／
（
財
）
北
海
道
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
重
要
遺
跡
確

認
調
査
報
告
書
第
３
集

奥
尻
町
青
苗
砂
丘
遺
跡
２
』
二
〇
〇
三
年
／
常
呂
町
教
育
委
員
会
『
常

呂
川
河
口
遺
跡
（
３
）』
二
〇
〇
二
年
／
『
苫
小
牧
市
史
』
上
巻

一
九
七
五
年
／
（
財
）
富
山

県
文
化
振
興
財
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所
『
下
老
子
笹
川
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
二
〇
〇
六

年
／
鳥
井
龍
蔵
「
古
代
の
日
本
民
族
移
住
発
展
の
経
路
」『
新
日
本
』
第
六
巻
十
号

ナ
・
中
川
裕
『
ア
イ
ヌ
語
千
歳
方
言
辞
典
』
一
九
九
五
年
／
中
島
直
幸
他
『
菜
畑
』
唐
津
市
文

化
財
調
査
報
告
書
五

一
九
八
二
年
／
中
条
町
教
育
委
員
会
『
兵
衛
遺
跡
・
四
ツ
持
遺
跡
』
一

九
九
八
年
／
名
取
武
光
「
北
海
道
の
土
器
」『
人
類
学
・
先
史
学
講
座
』
一
九
三
九
年
／
同
『
一

九
五
三
年
度
ブ
コ
ッ
ペ
洞
窟
発
掘
概
報
・
一
九
五
三
年
の
北
海
道
考
古
学
会
』
単
Ｂ
５
謄
写
版

／
名
取
武
光
「
千
歳
ア
イ
ヌ
の
祖
印
」『
民
族
学
研
究
』
十
三
巻
四
号

一
九
四
九
年
／
名
取
武

光
・
峰
山
巌
「
ア
ヨ
ロ
遺
跡
」『
北
方
文
化
研
究
報
告
』
第
十
七
号

一
九
六
二
年
／
七
飯
町
教

育
委
員
会
『
桜
町
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
二
〇
〇
〇
年
／
新
潟
県
教
育
委
員
会
『
内
越
遺
跡
』

一
九
八
三
年
／
日
本
考
古
学
協
会
『
日
本
農
耕
文
化
の
生
成
』
一
九
六
一
年

２８８
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ハ
・
畠
山
三
郎
太
「
北
海
道
の
馬
蹄
状
堅
櫛
に
つ
い
て
」『
北
海
道
考
古
学
』
２

一
九
六
六
年

／
浜
田
耕
作
・
梅
原
末
治
『
大
正
九
年
度
古
蹟
調
査
報
告

第
一
冊

金
海
貝
塚
発
掘
調
査
報

告
』
朝
鮮
総
督
府

一
九
二
三
年
／
深
沢
百
合
子
「
エ
ス
ノ
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
考

古
学
」『
北
海
道
考
古
学
』
３１

北
海
道
考
古
学
会

一
九
九
五
年
／
藤
本
英
夫
「
北
海
道
日
高

国
新
冠
町
大
狩
部
の
墳
墓
遺
跡
」『
古
代
学
』
第
九
巻
第
三
号

一
九
六
一
年
／
藤
原
弘
明
「
五

所
川
原
産
須
恵
器
の
編
年
と
年
代
観
」『
五
所
川
原
産
須
恵
器
の
年
代
と
流
通
の
実
態
』
北
日
本

須
恵
器
生
産
・
流
通
研
究
会

二
〇
〇
七
年
／
北
海
道
帝
国
大
学
博
物
館
・
札
幌
犀
川
会
「
第

一
回
北
海
道
先
史
時
代
遺
物
展
覧
会
陳
列
品
目
録
」『
蝦
夷
往
来
』
第
六
号

尚
古
堂

一
九
三

二
年
／
北
海
道
庁
「
殖
民
地
撰
定
第
三
報
文
」『
北
海
道
庁
第
八
回
勧
業
年
報
』
一
八
九
三
年

マ
・
巻
町
教
育
委
員
会
『
南
赤
坂
遺
跡
』
二
〇
〇
二
年
／
町
田
洋
・
新
井
房
夫
・
森
脇
広
「
日

本
海
を
渡
っ
て
き
た
テ
フ
ラ
」『
科
学
』
五
一
巻
九
号

一
九
八
一
年
／
松
浦
武
四
郎
・
秋
葉
実

解
説

「
丁
巳
第
一
六
巻

由
宇
発
利
日
誌
」『
丁
巳
東
西
蝦
夷
山
川
地
理
取
調
日
誌
』
下

一

九
八
二
年
／
松
浦
武
四
郎
・
秋
葉
実
解
説
「
丁
巳
第
一
六
巻

由
宇
発
利
日
誌
」『
丁
巳
東
西
蝦

夷
山
川
地
理
取
調
日
誌
』
下

一
九
八
二
年
／
松
井
恒
幸
「
北
の
ガ
ラ
ス
史
」
の
た
め
の
覚
書

�
・
�－

主
と
し
て
文
献
か
ら
み
て－

」『
市
立
旭
川
郷
土
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
一
号
・
一

二
号

一
九
七
七
・
七
八
年
／
松
居
友
『
火
の
神
の
懐
に
て
』
一
九
九
三
年
／M

acC
ord

H
ow
ard.

A
C
ultural

sequences
in
H
okkaido,

P
roceedings

of
the
U
nited

States

N
ational

M
useum

,
№
３４４３

１９６０

／
松
本
彦
七
郎
「
北
海
道
に
類
弥
生
式
土
器
」『
人
類
学

雑
誌
』
三
十
三
巻
八
号

一
九
一
八
年
／
光
井
文
行
「
７
・
８
世
紀
に
み
ら
れ
る
沈
線
文
を
も

つ
土
器
に
つ
い
て
」『（
財
）
岩
手
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
�

一

九
八
七
年
／
峰
山
巌
「
縄
文
式
文
化
時
代
」『
噴
火
湾
沿
岸
の
縄
文
文
化
遺
跡
』
一
九
五
二
年
／

同
「
有
珠
善
光
寺
遺
跡

土
器
」『
北
海
道
の
文
化
』
特
集
号

一
九
六
三
年
／
村
田
晃
一
「
陸

奥
中
部
に
み
る
北
と
の
交
流
」『
蝦
夷
・
律
令
国
家
・
日
本
海
』
一
九
九
七
年
／
桃
崎
祐
輔
「
中

世
の
棒
状
鉄
素
材
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」『
七
隅
史
学
』
１０

二
〇
〇
八
年

ヤ
・
八
木
奘
三
郎
『
日
本
考
古
学
』
嵩
山
房

一
九
〇
二
年
／
家
根
祥
多
「
遠
賀
川
式
土
器
の

成
立
を
め
ぐ
っ
て
」『
論
苑
考
古
学
』
天
山
舎

一
九
九
三
年
／
山
崎
純
男
他
『
板
付
遺
跡
調
査

概
報
』
一
九
七
九
年
／
山
崎
純
男
「
弥
生
文
化
成
立
期
に
お
け
る
土
器
の
編
年
的
研
究
」『
鏡
山

猛
先
生
古
稀
記
念
古
文
化
論
叢
』
一
九
八
〇
年
／
山
内
清
男
『
日
本
遠
古
之
文
化
』

先
史
考
古

学
会

一
九
三
九
年
／
同
「
縄
文
時
代
研
究
の
現
段
階
」『
日
本
と
世
界
の
歴
史
』
第
一
巻

学

習
研
究
社

一
九
六
九
年
／
余
市
町
教
育
委
員
会
『
天
内
山
』
一
九
七
一
年

ワ
・
和
田
清
「
唐
代
の
東
北
ア
ジ
ア
諸
国
」『
東
方
学
』
第
八
輯

東
方
学
会
（
一
九
五
五

『
東

亜
史
研
究
（
満
州
篇
）』
東
洋
文
庫

所
収
）

一
九
五
四
年
／
稚
内
市
教
育
委
員
会
『
稚
内
・

宗
谷
の
遺
跡
』
一
九
六
四
年

第５章 アイヌ文化期
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