
 

Instructions for use

Title 北海道キリスト教史研究に関わって ： 小谷部全一郎のことども

Author(s) 福島, 恒雄

Citation 基督教学, 20, 23-37

Issue Date 1985-07-15

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/46443

Type article

File Information 20_23-37.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


無
智
ノ
ー
ト

北
海
道
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
に

関
わ
っ
て

　
1
小
谷
部
全
｝
郎
の
こ
と
ど
も
一

葉
　
島
　
恒
　
雄

　
昨
年
の
北
海
道
基
督
教
学
会
で
「
あ
る
教
育
者
の
思
想
と
足
跡

i
小
谷
部
全
一
郎
に
つ
い
て
一
」
の
テ
…
マ
で
発
表
す
る
機
会
が

与
え
ら
れ
た
。
こ
の
度
、
学
会
誌
の
編
集
者
よ
り
、
必
ら
ず
し
も

研
究
発
表
に
拘
束
さ
れ
ず
、
研
究
ノ
ー
ト
と
し
て
原
稿
を
書
く
よ

う
に
と
親
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
の
で
、
テ
ー
マ
に
そ
い
つ

つ
も
少
し
自
由
な
立
場
で
、
築
者
が
北
海
道
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究

に
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
み
た
い
。

　
一
九
六
三
年
に
札
幌
の
開
拓
伝
道
の
た
め
招
か
れ
て
来
島
し
た

時
、
私
に
は
一
つ
の
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
日
本
の

宜
教
論
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
福
音
の
土
着
化
の
問
題
で
あ

る
。
購
本
人
の
生
活
の
中
に
如
何
に
福
音
が
定
着
す
る
か
の
問
題

で
あ
る
。
意
識
的
、
知
的
に
福
音
を
受
け
入
れ
て
も
、
生
活
は
必

ら
ず
し
も
と
も
な
っ
て
い
な
い
。
信
仰
の
脱
落
、
埋
没
、
転
向
が

聞
題
視
さ
れ
て
い
た
。
福
音
が
翼
本
人
の
信
仰
生
活
の
中
に
受
端

し
が
た
い
原
因
の
中
に
は
、
歴
史
の
浅
さ
、
伝
統
慣
習
の
根
強
さ
、

日
本
人
の
も
つ
宗
教
的
心
情
、
伝
え
ら
れ
た
内
容
と
方
法
に
つ
い

て
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。

　
北
海
道
に
く
る
前
は
、
青
森
県
の
古
い
歴
史
を
も
つ
農
村
教
会

に
い
た
の
で
、
古
い
伝
統
慣
習
の
精
神
的
し
が
ら
み
の
よ
う
な
も

の
を
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
北
海
道
に
は
明
治
の
初
期
か

ら
キ
リ
ス
ト
教
徒
開
拓
者
た
ち
が
移
住
し
て
、
新
し
い
郷
土
を
つ

く
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
古
い
伝
統
と
慣
習
の
な
い
と

こ
ろ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
も
っ
て
ど
の
よ
う
な
村
を
つ
く

っ
て
き
た
の
か
、
そ
の
信
仰
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
共
同
社
会
を

生
み
出
し
て
き
た
か
を
、
史
的
検
証
を
し
た
い
と
い
う
テ
…
マ
を

も
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
研
究
者
と
し
て
来
た
の
で
は
な
く
伝
道
者
と
し
て
来

た
の
で
、
時
間
的
に
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
リ
ズ
ム
を
取
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
そ
の
リ
ズ
ム
の
中
で
出
会
っ
た
多
く
の
先
学
藩
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

教
示
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
感
謝
の
念
を
深
く
し
て
い
る
。

　
英
国
の
著
名
な
歴
史
学
者
ト
イ
ン
ビ
…
は
、
『
東
か
ら
西
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
＞

　
　
世
界
一
周
旅
行
記
　
　
（
周
面
詩
8
芝
Φ
。
。
け
》
旨
。
舞
話
団

菊
。
§
瓢
タ
δ
↓
江
ξ
》
ヨ
。
江
・
旨
↓
o
葦
9
Φ
）
の
中
で
、
臼
本
は

…
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伝
統
の
威
力
が
と
く
に
強
い
国
で
あ
る
。
し
か
し
、
北
海
道
は
そ

の
伝
統
が
本
来
の
純
粋
な
形
で
は
存
在
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
の
北
海
道
で
新
し
い
日
本
が
生
れ
ば
じ
め
た
の
で
あ
る
。
と
い

う
主
意
の
こ
と
を
、
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
五
六
年
に
ト

イ
ン
ビ
ー
が
文
明
史
観
に
立
つ
あ
の
巨
大
な
『
歴
史
の
研
究
』
》

ω
窪
ξ
無
慮
属
○
蔓
』
を
完
成
し
て
、
そ
の
実
証
と
改
訂
を
麟
的

と
し
、
世
界
の
各
地
を
訪
ね
、
霞
本
に
も
ニ
ヵ
月
闘
滞
在
し
て
騰

史
学
者
と
討
論
し
、
北
海
道
に
も
そ
の
足
を
伸
ば
し
た
時
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
本
は
筆
者
の
史
的
関
心
を
強
め
る
一
因
と
も
な
っ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
北
海
道
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究
は
開
拓
史
の
研
究

か
ら
は
じ
め
、
今
も
尚
そ
の
テ
ー
ガ
、
を
課
題
と
し
て
持
っ
て
い
る
。

他
方
に
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
タ
ー
ナ
ー
（
句
誌
窺
①
二
〇
三
笠
餌
。
｝
？

ω
o
o
、
弓
霞
コ
巽
罷
油
点
⑩
ω
b
。
）
の
諸
論
文
か
ら
示
唆
を
受
け
る
も
の

も
多
か
っ
た
。

　
こ
と
に
タ
ー
ナ
ー
の
『
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
意
義
越
．
『
①
閃
税
O
H
三
銭

ぼ
誤
ヨ
震
ぎ
飴
p
瓢
冴
8
曙
』
で
提
唱
し
て
い
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
論

は
、
北
海
道
麗
拓
史
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
学
ぶ
点
が
大
き

い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
タ
ー
ナ
ー
癖
、
鷺
八
九
一
に
、
津
τ
．
↑
馴
、
歴
史
の
音
心

嚢
、
8
び
㊦
G
つ
齢
践
麟
。
き
。
Φ
o
h
＝
置
ε
ヴ
・
』
に
お
い
て

　
「
歴
史
は
客
観
的
で
あ
る
に
せ
よ
主
観
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
常

に
造
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と

　
（
3
）

は
な
い
」

　
「
歴
史
の
研
究
家
が
最
初
に
学
ぽ
ね
ぽ
な
ら
な
い
教
調
は
標
準

的
な
究
極
的
な
歴
史
が
あ
る
と
い
う
概
念
を
捨
て
る
こ
と
で
あ

る
。
愚
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
概
念
は
不
可
能
で
あ
る
。

歴
史
は
過
去
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
伝
わ
っ
て
き
て
、
現
代
が
課
す
る

こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
批
判
的
解
釈
力
を
も
っ
て
研
究
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
〈
4
）

あ
ら
ゆ
る
遺
産
で
あ
る
篇

　
特
に
こ
の
論
文
で
私
の
臼
を
ひ
い
た
の
は

　
「
こ
の
若
い
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
さ
え
、
古
い
ロ
ー
マ
は
生
き
つ

　
　
　
（
5
＞

づ
け
て
い
る
」

　
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
大
西
洋
を
渡
っ
て
新
大
陸
に
新
し
い
歴

史
を
つ
く
っ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
も
、
齋
い
ロ
i
↓
、
が
生
き

て
い
る
こ
と
を
見
た
著
老
の
雷
葉
に
歴
史
の
継
承
と
い
う
こ
と
を

改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

　
北
海
道
の
移
住
者
た
ち
も
古
い
伝
統
と
決
別
し
て
き
た
は
ず
な

の
に
、
古
い
慣
習
が
新
し
い
大
地
で
芽
を
ふ
き
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
タ
；
ナ
ー
は
歴
史
継
承
に
注
智
心
し
な
が
隔
り
も
、
「
抽
｝
毛
髪
中
｛
は
世
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
＞

界
史
の
光
を
あ
て
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
縣
と
も
書
い

て
い
る
。
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タ
ー
ナ
ー
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
論
は
、
当
時
も
そ
の
後
も
賛
否
書

論
の
史
的
論
争
を
よ
び
お
こ
し
て
き
た
が
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
意

義
の
発
見
は
ア
メ
リ
カ
史
の
発
見
で
も
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
か
ら
移
民
し
て
新
し
い
社
会
を
つ
く
っ
た
人
々
は
、
古

い
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
再
現
で
は
な
か
っ
た
。
ヨ
i
p
ッ
パ
の
ど
こ
に

も
な
い
ア
メ
リ
カ
文
化
を
生
み
出
し
た
そ
れ
は
何
か
を
問
う
た
と

き
、
タ
ー
ナ
ー
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
も
つ
歴
史
的
意
義
を
発
見
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
斑
主
主
義
は
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
の
中
か
ら
生
れ
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
…
，
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
最
も
重
要
な
影
響
は
、
合
衆
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
民
主
主
義
の
増
進
に
あ
っ
た
。
す
で
に
示
し
た
よ
う

に
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
個
人
主
義
を
産
み
出
す
。
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

偲
人
主
義
は
初
め
か
ら
民
主
主
義
を
促
進
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
政
治
史
や
経
済
史
よ
り
も
自
然
的
・
地
理
的
環
境
論
が
重
視
さ

れ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
が
注
卜
し
た
の
は
次
の

文
で
あ
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
開
拓
地
に
お
い
て
い
か
に
し
て
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
生
活
が
新
大
陸
に
入
り
込
ん
だ
か
、
い
か
に
し
て
ア

メ
リ
カ
が
そ
の
生
活
を
変
更
し
、
発
展
さ
せ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

作
用
し
た
か
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
篇

　
と
述
べ
、
イ
タ
リ
ア
の
経
済
学
者
ロ
リ
ア
倉
鍵
貯
匪
奉
藷
）
の

言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

　
「
ア
メ
リ
カ
は
、
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
何
世
紀
も
の
あ
い
だ
、
探
し

求
め
て
失
敗
に
終
っ
た
歴
史
の
な
ぞ
を
と
く
鍵
を
持
っ
て
お
り
、

長
い
歴
史
を
持
た
な
い
そ
の
土
地
が
世
界
の
歴
史
の
歩
ん
だ
道
を

　
　
　
　
　
（
9
）

明
ら
か
に
示
す
」

　
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
；
ロ
ッ
パ
の
関
係
と
、
本
州
と
北
海
道
と
の
関

係
を
単
純
に
類
比
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
多
分
に
相
似
性
を

も
っ
て
い
る
。

　
先
住
民
族
の
思
住
す
る
土
地
に
開
拓
者
が
移
住
と
し
て
き
た
こ

と
、
古
い
伝
統
を
新
し
い
世
界
に
移
し
つ
つ
新
し
い
歴
史
を
つ
く

っ
て
き
た
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
史
的
に
視
れ
ば
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

の
信
仰
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
儒
仰
の
自
由
を
求
め
て
移
催
し
て

き
た
群
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　
筆
者
が
北
海
道
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
の
視
点
と
し
て
き
た
の

は
、
蕪
本
キ
リ
ス
ト
教
史
と
の
関
連
性
で
あ
る
よ
り
は
、
そ
の
相

違
性
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
北
海
道
キ
リ

ス
ト
教
史
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
る
と
共
に
、
タ
…
ナ
ー
が
需
う

如
く
、
地
方
史
の
特
徴
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
史
が

豊
か
な
も
の
と
な
り
、
全
体
史
を
間
う
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
史
に

光
が
さ
し
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
か
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
翠
微
は
、
加
え
ら
れ
訂
蕉
さ

｛
25
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れ
て
ゆ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
北
海
道
キ
リ
ス
ト
教
史
の
特
徴

と
し
て
壌
型
者
。
が
考
え
て
い
る
の
は
以
下
の
ヒ
獲
で
あ
る
。

　
一
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
北
海
道
移
住

　
二
、
　
ハ
リ
ス
ト
ス
蕉
教
会
の
後
道
闘
始

　
三
、
粍
幌
バ
ン
ド
の
発
生

　
四
、
開
始
期
に
於
け
る
宣
教
師
の
役
割

　
五
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
儒
仰
的
な
関
わ
り

　
し
ハ
、
　
借
仰
佳
塞
団
凹
に
よ
プ
Q
照
陰
虚
者
の
繰
肝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
節
）

　
ヒ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
教
諏
師
の
．
群
と
働
き

　
昨
年
の
北
海
道
基
督
教
学
会
で
発
表
し
た
「
あ
る
教
育
者
の
思

想
と
足
跡
し
は
、
第
五
項
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
た
ア
イ
ヌ
民
族
と

の
信
仰
的
関
わ
り
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
小
谷
部
全
一
郎
ぱ
一
九
◎
◎
年
（
明
治
三
板
）
か
ら
一
九
ρ
、
“
九

年
（
明
治
四
一
一
）
ま
で
、
北
海
道
の
虻
田
で
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
育

に
つ
く
し
た
人
で
あ
る
。

　
北
海
道
キ
リ
ス
ト
教
史
を
学
ぶ
中
で
ア
イ
ヌ
篤
族
と
の
…
閃
わ
り

は
・
鰻
重
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
北
海
道
の
歴
史
は
開
拓
の
歴
史
で

あ
る
と
共
に
、
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
生
存
権
を
お
び

や
か
し
て
き
た
歴
史
で
も
あ
る
。
甚
し
い
差
別
と
偏
兇
と
懸
濁
の

歴
史
で
も
あ
っ
た
。

　
ヴ
て
の
申
に
あ
っ
て
、
キ
ジ
ス
ト
者
は
始
期
に
鰐
尽
し
て
き
た
こ

と
で
あ
ろ
う
か
、
償
仰
の
中
心
と
な
る
隣
人
愛
は
ど
の
よ
う
に
生

き
た
か
。
キ
リ
ス
ト
教
史
の
中
で
ト
…
タ
ル
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
ア
イ
ヌ
民
族
に
、
真
に
隣
人
と
し
て
接
し
よ
う
と
し
た
の
は
宣

教
師
た
ち
で
あ
っ
た
。
和
人
の
キ
リ
ス
ト
者
で
、
そ
の
人
格
を
璽

ん
じ
隣
人
と
し
て
敬
愛
の
心
を
も
っ
て
接
し
た
の
は
稀
で
あ
る
。

そ
の
中
の
へ
人
に
小
谷
部
全
一
郎
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
筆
考
が
小
谷
部
に
漉
虚
し
た
の
は
、
明
治
期
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
で
ア
イ
ヌ
民
族
の
た
め
に
働
い
た
の
は
そ
の
殆
ど
が
、
バ
チ
ェ

ラ
ー
∩
導
。
コ
じ
σ
二
戸
¢
｝
○
喉
H
G
。
三
山
ゆ
念
）
を
中
心
と
し
た
聖
公
会
の

人
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
小
谷
部
ぱ
バ
チ
ェ
ラ
ー
と
は
全
く
関

係
な
く
、
し
か
も
北
海
道
と
も
あ
ま
り
縁
が
な
か
っ
た
の
に
、
ア

メ
ジ
カ
で
学
位
を
．
取
り
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
育

の
た
め
に
求
道
し
て
き
た
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
筆
者
が
小
谷
部
を
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
知
っ
た
の
は
全
く
の
偶
然

か
ら
で
あ
っ
た
。
歴
史
も
一
つ
の
繊
会
い
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

が
、
そ
の
感
を
深
く
さ
せ
ら
れ
る
。
和
人
の
キ
リ
ス
ト
者
で
ア
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

ヌ
既
族
の
教
育
の
た
め
に
尽
し
た
人
と
し
て
は
、
永
田
方
正
、
永

　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
（
1
3
）

久
保
秀
二
郎
、
加
薬
政
治
等
の
名
を
文
献
で
注
正
し
て
き
た
が
、

小
谷
部
は
虻
田
学
園
の
剣
始
藩
と
し
て
知
っ
て
い
て
も
キ
リ
ス
ト

者
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
、
横
浜
の
紅
葉
坂

一
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教
会
を
訪
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
八
十
年
史
を
見
て
驚
い
た
。

小
谷
部
は
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
牧
師
と
し
て
横
浜

組
合
教
会
（
現
紅
葉
坂
教
会
）
の
二
代
獄
牧
師
で
あ
っ
た
こ
と
が

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
教
会
史
に
は
小
谷
部
に
つ
い
て
多

く
は
記
し
て
い
な
い
が
下
記
の
如
く
で
あ
る
。

　
⇔
　
小
谷
部
全
一
郎
牧
師
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
三
十
二
年
三
月
就
任

　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
三
十
二
年
十
月
辞
任

　
　
小
谷
部
牧
師
は
十
余
年
の
ア
メ
夢
力
に
お
け
る
学
窓
生
活
を

　
終
え
ら
れ
、
帰
朝
さ
れ
た
直
後
在
京
宣
教
師
の
推
挙
に
よ
り
来

　
任
さ
れ
た
。
し
か
る
に
在
任
八
ヵ
月
に
し
て
病
の
故
を
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
辞
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
他
の
組

含
教
会
史
関
係
資
料
や
キ
リ
ス
ト
教
史
関
係
資
料
に
も
筆
者
が
見

た
も
の
の
中
に
は
殆
ど
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
道
内
の
教
会
史

資
料
を
み
て
も
不
思
議
と
思
う
ほ
ど
小
谷
部
に
つ
い
て
書
か
れ
た

も
の
は
な
い
。

　
た
だ
、
　
一
八
九
九
年
十
二
月
に
出
さ
れ
た
　
『
北
口
糠
道
教
申
育
難
鞍
恥

八
十
三
勢
』
に
は

　
「
土
人
教
育
の
熱
心
者
小
谷
部
全
一
郎
氏
の
来
道
岡
時
は
、
エ
ー

ル
大
学
の
出
身
者
に
し
て
十
有
六
年
間
米
英
諸
国
に
歴
遊
し
、
且

さ
に
鍛
苦
を
嘗
め
辛
楚
を
う
け
、
不
霊
の
精
神
を
以
て
、
い
ん
ぢ

あ
ん
黒
人
等
の
諸
部
落
に
入
れ
遂
に
自
ら
土
人
学
校
に
入
り
業
を

卒
へ
た
り
と
旧
ふ
、
去
月
特
に
本
道
土
人
部
落
を
遍
歴
し
大
い
に

本
道
土
人
教
育
の
為
画
策
す
る
処
あ
り
、
調
節
特
殊
教
育
に
は
又

非
常
な
る
熱
心
家
教
育
者
を
要
す
、
土
人
教
育
問
題
之
よ
り
漸
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
り

高
ま
ら
ん
吾
人
深
く
悦
ふ
処
な
り
」

　
小
谷
部
は
北
海
道
の
教
育
界
に
な
ん
ら
か
の
つ
な
が
り
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
育
者
と
し
て
歓
迎
さ

れ
て
い
る
記
事
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
す
で
に
北
海
道

の
ア
イ
ヌ
部
落
を
巡
回
視
察
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
多
分
、
横

浜
緯
合
教
会
を
辞
任
す
る
前
後
に
北
海
道
へ
き
た
こ
と
な
の
で
あ

ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

　
↓
九
六
三
年
に
出
さ
れ
た
『
北
海
道
教
育
史
、
全
道
編
㊧
』
に

は
虻
田
の
旧
土
人
教
育
に
つ
い
て
記
し
、
そ
の
終
り
に
小
谷
都
全

一
郎
の
略
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
小
谷
部
は
明
治
元
年
秋
田
に
生
れ
、
二
十
一
年
に
渡
米
し
、
ヴ

ァ
ジ
ニ
ア
師
籟
学
校
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ハ
ー
バ
…
ト
大
学
、
　
コ
ネ

チ
カ
ッ
ト
州
の
エ
ー
ル
大
学
で
哲
学
、
神
学
、
人
類
学
を
学
び
、

二
十
八
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
第
一
コ
ン
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ナ
ル
教
会
で

按
手
礼
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
後
、
ハ
ワ
イ
に
招
か
れ
て
、
教
会

の
働
き
と
教
育
に
た
ず
さ
わ
り
、
翌
年
再
び
エ
…
ル
大
学
に
も
ど
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っ
て
哲
学
博
士
の
学
位
を
得
た
、
と
あ
る
。
そ
し
て
以
下
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

　
「
明
治
一
二
十
一
年
二
月
二
十
五
日
帰
朝
し
、
横
浜
総
合
教
会
の
牧

師
に
就
任
し
た
が
、
翌
年
退
任
し
た
。
そ
し
て
北
海
道
圏
土
人
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
V

育
会
の
鰯
立
に
奔
走
し
た
…
…
」

　
こ
こ
に
は
、
小
谷
部
が
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
て
、
し
か
も
横
浜

組
合
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
◎
八
年
明
治
（
四
一
）
六
燧
に
小
谷
部
自
身
の
書
い
た
履

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
＞

歴
書
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
も
、

神
学
を
学
ん
だ
こ
と
も
、
按
手
礼
を
受
け
、
牧
師
と
な
っ
た
こ
と

も
書
い
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
関
係
社
団
の
項
に
、
帝
国
教
育
会

会
員
、
東
京
人
類
学
会
員
、
日
本
歴
史
地
理
学
会
員
と
共
に
、
東

京
基
督
教
青
年
会
会
貴
と
あ
る
。
小
谷
部
自
身
が
短
期
闘
で
牧
師

を
辞
め
た
こ
と
な
ど
あ
っ
て
、
あ
ま
り
ふ
れ
た
く
な
い
心
境
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
ア
イ
ヌ
輿
図
の
教
育
考
と

し
て
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
或
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
＞

牧
師
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
道
内
の
教
会
と
関
係
す
る

こ
と
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
た
だ
、
後
に
見
た
虻
閉
町
史
の
虻
田
実
業
補
習
学
校
の
項
に
「
祉

団
法
人
北
海
道
旧
土
人
救
育
会
私
立
虻
田
実
業
補
習
学
校
の
貰
任

看
で
指
導
潜
で
あ
る
小
谷
部
全
一
郎
は
生
粋
の
ク
リ
ス
チ
の
、
ン
で

　
（
2
0
）

あ
っ
た
」
と
あ
る
．
、
そ
う
感
じ
さ
せ
る
生
き
方
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
小
谷
部
は
ア
メ
ジ
カ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
持
ち
、
神
学
を

学
び
按
手
礼
を
受
け
、
帰
朝
し
て
八
ヵ
月
間
牧
師
を
し
、
後
、
虻

田
で
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
育
者
と
し
て
十
年
間
働
き
、
病
気
の
た
め

帰
京
し
て
、
研
究
、
著
述
の
生
活
を
送
っ
た
。
そ
の
略
歴
は
、

小
谷
部
全
一
郎
の
略
歴

「
八
』
ハ
七
　
（
慶
応
）
　
一
∵
月
二
一
一
一
H
　
　
秋
m
田
布
に
［
小
戦
介
W
卵
盤
ロ
ウ
ぬ

　
輔
の
予
と
し
て
生
れ
る

八
七
鷺
～
七
九
（
M
六
～
一
　
　
秋
田
寺
欝
小
学
校

八
八
○
～
八
二
（
M
ご
∴
～
一
五
）
東
京
、
本
郷
原
町
要
義
塾

　
に
学
ぶ
（
一
…
歳
）

一
八
八
二
～
八
四
（
M
一
五
～
一
七
）
父
善
之
輔
に
法
学
を
学
ぶ

八
八
五
（
M
一
八
）
シ
ベ
リ
ヤ
大
陸
へ
渡
る
？

「
八
八
六
～
八
八
（
M
一
九
～
二
、
）
横
浜
英
語
学
校
で
英
学
を

一
八
八
八
（
M
∴
〔
・
六
月
）
神
戸
よ
り
渡
米
す
る

　
〃
　
　
（
　
〃
　
　
九
月
目
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
ハ
ン
プ
ト
ン
工
芸

　
学
校
に
学
ぶ
（
二
十
一
歳
）
（
師
範
学
校
？
）

一
八
九
（
し
（
M
三
二
）
同
糖
脇
門
掌
文
ワ
シ
ン
ト
ン
㌫
甲
ハ
ワ
ー
ド
山
人
洋
牢
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入
学
（
哲
学
神
学
）

一
八
九
四
（
M
…
二
七
）
門
回
校
卒
業
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
エ
ー
ル
大
学

　
　
入
口
字
　
（
神
堂
・
）

一
八
九
五
（
M
二
八
）
同
校
よ
り
マ
ス
タ
ー
オ
ブ
ア
ー
ツ
を
受

　
　
け
る

八
月
　
ワ
シ
ン
ト
ン
第
一
コ
ン
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
チ
ャ
ー
チ

　
　
に
て
按
手
礼
を
う
け
る
ハ
ワ
イ
伝
道
会
社
か
ら
招
か
れ
教
育

　
　
牧
会
に
当
る

一
八
九
七
（
M
三
〇
）
エ
ー
ル
大
学
院
に
入
り
、
哲
学
、
人
類
学

　
　
を
修
む

一
八
九
八
（
M
董
一
）
哲
学
博
士
を
受
け
る
　
ボ
ス
ト
ン
ビ
リ
グ

　
　
リ
ム
社
よ
り
「
一
ケ
日
簿
⇔
①
知
○
び
ヨ
ω
○
降
○
同
¢
ω
O
①
」
を
…
…
山
版

一
八
九
八
（
M
三
一
）
十
二
月
二
十
五
日
　
帰
国
す
る

一
八
九
九
（
M
｝
一
三
）
三
～
十
月
前
横
浜
組
合
教
会
（
血
紅
葉
坂
）

　
　
牧
師
赴
任

一
八
九
九
（
　
〃
　
）
十
一
月
　
渡
心
し
て
ア
イ
ヌ
部
落
を
巡
回

一
L
、
詔
」
　
　
　
　
　
五
月
　
東
京
に
て
旧
土
人
救
育
会
を
起
す

　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
　
虻
閏
第
二
尋
常
小
学
校
設
立
（
ア

」
ソ
C
「
」
（
M
三
三
）

一
九
〇
一
（
M
三
四
）

　
イ
ヌ
学
校
）

一
九
〇
瓢
（
M
三
五
）

　
　
ヌ
学
校
）

九
月
　
社
団
法
人
虻
田
学
園
設
立
（
ア
イ

一
九
〇
五
（
M
三
八
）
五
月
　
虻
田
実
業
補
習
学
校
設
立
（
ア
イ

　
　
ヌ
学
校
）

一
九
●
六
（
M
三
九
）
十
月
　
冬
期
夜
学
会
を
設
立
（
ア
イ
メ

　
　
学
校
）

一
九
〇
九
（
M
四
二
）
良
友
会
を
組
織
し
機
関
紙
「
良
友
」
発
行

一
九
〇
九
（
M
四
二
）
十
一
月
　
虻
田
学
園
を
退
職
上
京

一
九
二
四
（
T
一
三
）
十
↓
月
「
成
吉
思
汗
ハ
源
義
経
昏
倒
発
刊

　
　
昭
和
初
期
　
国
学
院
大
学
講
師
を
す
る

一
九
二
九
（
S
四
）
「
日
本
及
び
日
本
国
民
之
起
原
」
発
刊

一
九
四
一
（
S
一
六
）
三
月
十
二
日
　
東
京
晶
川
大
井
元
帳
町
八

　
　
四
九
死
去

　
北
海
道
と
は
殆
ど
関
係
な
く
、
そ
の
所
属
し
て
い
た
教
派
・

組
合
教
会
（
O
O
鵠
σ
q
器
α
q
舞
δ
昌
巴
○
ゲ
貫
。
ぴ
）
の
中
に
も
ア
イ
ヌ
民
族

の
伝
道
・
教
育
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
が
全
く
兇
ら
れ
な
い
の
に
、

何
故
、
小
谷
部
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
育
を
そ
の
生
涯
の
事
業
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
論
じ
る
こ
と
は
易
し
い
が
、
実
際
に
家
族
を

あ
げ
て
、
当
時
、
ア
イ
ヌ
魁
族
の
中
に
住
み
教
育
に
当
る
こ
と
は
、

並
々
な
ら
ぬ
決
心
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
裏
実
、
書
斎
学

者
金
田
一
京
助
が
小
谷
部
を
知
り
、
一
夜
を
虻
田
学
園
に
過
し
た

　
　
　
　
　
（
2
2
）

こ
と
を
『
北
の
人
』
の
中
に
記
し
て
い
る
が
、
宮
城
女
学
校
を
出

た
小
谷
部
夫
人
の
労
を
思
い
、
子
供
の
教
育
に
話
題
が
ふ
れ
た
と

」
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き
、
小
谷
部
の
難
に
は
う
っ
す
ら
と
涙
が
浮
ん
だ
事
が
書
か
れ
て

い
る
。

　
郷
が
そ
の
動
機
（
竃
。
泳
ぎ
）
と
な
っ
た
の
か
、
北
海
道
キ
リ
ス

ト
教
史
を
学
ぶ
者
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
J
・
バ
チ
ェ
ラ
ー
は
北
海
道
に
静
養
に
き
て
ア
イ
ヌ
黙
思
と
臨

会
い
、
そ
れ
が
生
涯
を
決
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
他
の
ア
イ
ヌ
民

族
の
教
育
に
尽
し
た
人
々
も
、
北
海
道
に
来
て
何
ら
か
の
め
ぐ
り

会
い
を
経
験
し
て
教
育
の
道
を
選
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
小
谷
部

は
ア
イ
ヌ
民
族
と
出
会
う
前
か
ら
、
そ
の
教
育
に
つ
い
て
深
く
考

え
、
並
々
な
ら
ぬ
決
意
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
動
機
は
二
つ
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
一
つ
は
、
彼
が
十
年
間
に
及
ぶ
ア
メ
リ
カ
留
学
の
旧
時
、
ワ
シ
ン

ト
ン
の
ハ
ワ
ー
ド
大
学
に
入
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
北
海
道
教
育
史

に
は
ハ
；
バ
ー
ド
大
学
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ば
、
ハ
ワ
ー
ド

大
学
（
二
〇
！
＜
趣
致
¢
暫
く
銭
。
・
｝
墜
1
を
〔
　
色
卦
養
ε
二
一
）
■
O
H
G
O
巽
総
立
）

の
誤
り
で
あ
る
が
、
こ
の
大
学
は
黒
人
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
で
最

初
に
た
て
ら
れ
た
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
。
　
一
八
六
三
年
の
リ
ン

カ
ー
ン
に
よ
る
奴
隷
解
放
宣
醤
か
ら
四
年
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

小
谷
都
は
渡
米
し
て
間
も
な
く
ハ
ワ
ー
ギ
大
学
の
ラ
ン
プ
ン
学
長

の
知
遇
を
得
て
、
　
一
八
九
〇
～
九
四
年
ま
で
こ
の
大
学
で
学
ん
で

い
る
。
そ
こ
で
彼
は
人
種
差
別
の
閥
題
を
知
り
、
彊
別
を
受
け
る
側

に
立
っ
て
も
の
を
考
え
る
思
想
を
身
に
つ
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
二
つ
に
は
、
　
一
八
九
五
年
に
エ
ー
ル
大
学
で
神
学
を
学
び
、
　
コ

ン
グ
リ
ゲ
ー
シ
「
ニ
ナ
ル
・
チ
瀞
、
ー
チ
（
0
9
ρ
α
q
醜
¢
ぴ
q
簿
口
。
コ
鉱
○
ゲ
嬬
周
。
『
）

で
按
手
礼
を
受
け
、
ハ
ワ
イ
伝
道
会
祉
に
招
か
れ
て
牧
師
と
し
て

二
年
聞
捨
…
い
た
時
、
先
住
民
族
の
カ
ナ
カ
族
の
教
育
に
関
わ
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
少
数
民
族
の
教
育
に
つ
い
て
学
ぶ
も
の
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
秋
灘
出
身
の
小
谷
部
は
こ
の
時
、
北
海
道

の
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
育
に
つ
い
て
憂
慮
す
る
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
。

　
轟
侍
、
ハ
ワ
イ
の
駐
在
公
使
で
あ
っ
た
島
村
久
や
駐
米
公
使
で

あ
っ
た
星
享
に
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
爵
円
に
つ
い
て
献
喬
し
て
い
る
。

　
高
倉
新
一
郎
氏
の
『
ア
イ
ヌ
政
策
史
』
に
は
註
の
欄
に
「
北
海

道
旧
土
人
保
護
法
立
案
通
過
の
裏
面
に
ぱ
、
布
畦
並
に
米
国
の
土

人
教
育
機
関
を
見
て
深
く
感
ず
る
所
あ
り
、
我
陵
に
於
て
も
是
を

学
ば
ん
事
を
当
局
に
訴
え
た
小
谷
部
全
一
郎
の
献
策
が
あ
っ
た
と

　
　
　
曾
〉

云
わ
れ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
献
策
の
時
は
明
治
ニ
レ
九
年
と
三
十
一
年
で
あ

っ
た
ら
し
い
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
法
案
の
内
容
に

つ
い
て
は
あ
ず
か
り
知
ら
な
か
っ
た
ら
し
・
＼
そ
の
後
、
北
海
道

に
来
て
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
育
に
当
っ
て
か
ら
、
何
度
か
改
訂
の
献

’
寮
・
を
出
し
て
い
る
。
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小
谷
都
は
、
一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
年
）
十
二
月
に
帰
国
し

て
、
翌
年
三
月
横
浜
組
合
教
会
の
牧
師
と
し
て
招
か
れ
た
（
現
疑

本
キ
リ
ス
ト
教
団
紅
葉
坂
教
会
）
し
か
し
、
わ
ず
か
八
ヵ
月
で
辞

任
し
、
翌
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
三
年
）
五
月
に
は
東
京
で
、
旧

土
人
救
隠
蔽
を
設
立
し
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
書
は
次
の
よ
う
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
賛
同
し
て
役
員
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
各
界

の
有
力
な
知
名
人
で
あ
る
。
青
年
時
代
に
渡
米
し
て
殆
ど
が
学
生

生
活
を
送
り
、
帰
国
し
て
一
年
半
し
か
た
っ
て
い
な
い
の
に
、
こ

れ
ほ
ど
の
賛
同
者
を
得
て
い
る
こ
と
は
一
驚
に
価
す
る
。
そ
の
前

年
に
旧
土
人
保
護
法
が
国
会
で
可
決
し
た
こ
と
や
、
在
米
晴
代
に

知
っ
た
星
享
や
島
村
久
の
紹
介
や
、
或
は
当
蒔
四
回
国
の
総
理
を

し
て
い
た
伊
藤
博
文
が
エ
…
ル
大
学
の
同
窓
生
で
あ
っ
た
こ
と

も
、
人
脈
の
つ
な
が
り
を
得
る
要
因
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

北
海
道
隈
土
人
救
三
二
趣
旨

　
北
海
道
旧
土
人
た
る
ア
イ
ヌ
も
日
本
部
民
の
一
部
な
り
。
等
し

く
明
治
聖
代
の
澤
に
浴
し
乍
ら
他
に
比
し
て
自
由
を
得
る
こ
と
少

き
は
何
ぞ
や
。
他
に
比
し
て
幸
福
を
享
く
る
こ
と
少
き
は
何
ぞ

や
。
或
は
日
ふ
彼
等
中
有
識
二
心
ぎ
に
あ
ら
ざ
る
も
多
く
は
是
無

智
の
民
、
決
し
て
他
と
同
等
な
る
能
は
す
と
。
或
は
云
う
彼
等
中

勤
勉
家
無
き
に
あ
ら
ざ
る
も
多
く
は
是
獺
惰
の
民
、
決
し
て
他
と

井
進
ず
る
能
は
ず
と
。
彼
等
果
し
て
瀬
惰
か
口
先
進
者
何
ぞ
彼
等

を
導
か
ざ
る
。
彼
等
豊
教
育
を
受
る
も
尚
ほ
覧
る
能
は
ず
。
指
導

に
接
す
る
も
尚
ほ
進
む
能
は
ざ
る
者
な
ら
ん
や
。
無
智
瀬
惰
の
者

の
存
す
る
は
露
髄
の
耽
辱
な
り
。
無
智
を
無
智
と
し
、
瀬
惰
を
寝

撃
と
し
放
棄
し
て
敢
て
省
み
る
者
無
き
も
亦
軍
民
の
恥
辱
な
り
。

ア
イ
ヌ
を
教
へ
よ
。
ア
イ
ヌ
を
導
け
よ
。
而
し
て
彼
等
を
し
て
他

と
等
し
く
自
由
を
得
、
他
と
等
し
く
幸
福
を
轟
け
し
め
よ
。
ア
イ

ヌ
を
救
育
す
る
所
以
、
亦
是
瞬
本
國
民
の
品
位
を
高
む
る
所
以
の

一
端
な
り
。

　
ア
イ
ヌ
救
育
に
志
あ
る
倉
番
に
一
書
を
組
織
し
之
を
北
海
道
旧

土
人
救
育
會
と
溶
す
。
救
育
と
は
輩
に
貧
困
者
に
金
品
を
與
ふ
る

の
謂
に
あ
ら
ず
、
軍
に
年
少
者
に
諸
墨
課
を
教
ゆ
る
の
謂
に
あ
ら

ず
、
窮
境
に
陥
ら
ん
と
す
る
者
を
救
ひ
て
之
に
自
活
の
途
を
授
け

ん
が
爲
、
適
切
の
教
育
を
施
す
の
謂
な
り
。
依
頼
心
を
増
長
せ
し

む
る
か
如
き
施
輿
と
習
得
後
三
一
少
き
羅
課
の
注
入
と
は
本
愈
の

務
め
て
避
け
ん
と
す
る
所
。
本
會
は
事
業
三
等
の
第
一
と
し
て

ア
イ
ヌ
蔀
落
近
接
の
地
を
ト
し
此
所
に
工
藝
、
技
術
、
農
事
に
関

す
る
學
校
を
起
こ
し
、
ア
イ
ヌ
を
し
て
就
て
墨
ぶ
の
便
を
得
せ
し

む
る
と
を
謀
る
べ
し
。
主
唱
者
の
一
人
た
る
小
谷
部
全
一
郎
は
ア

イ
ヌ
に
同
情
を
寄
す
る
と
厚
き
の
み
な
ら
ず
、
曾
て
米
國
に
麟
び

て
未
開
人
教
育
の
事
に
纏
あ
極
り
。
今
や
ア
イ
ヌ
の
開
無
誘
導
を
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以
で
己
れ
の
任
と
な
し
臼
ら
進
ん
で
北
海
道
に
移
住
し
親
し
く
し

く
學
校
を
管
理
し
て
救
育
の
實
を
五
げ
ん
こ
と
を
期
せ
り
。
本
門

の
爲
さ
ん
と
す
る
事
業
尚
ほ
慕
だ
多
し
。
資
力
の
増
進
に
慮
じ
て

漸
次
設
計
す
る
所
あ
る
べ
き
な
り
。
ア
イ
ヌ
を
憐
み
、
皇
家
を
思

ひ
、
人
道
を
重
ず
る
諸
氏
、
難
く
は
此
趣
旨
を
賛
し
、
慮
分
の
力

を
添
へ
本
含
を
し
て
思
ふ
所
を
行
は
し
め
よ
。

曾

則

　
第
一
條
、
本
愈
の
臼
的
は
ア
イ
ヌ
を
薫
育
し
、
工
藝
、
技
術
、

農
事
の
智
識
を
輿
へ
自
沈
自
活
の
道
を
教
ゆ
る
に
あ
り
。
第
二
條

本
愈
々
員
を
分
で
左
の
三
種
と
す
。
耳
翼
愈
員
。
維
持
禽
員
。
通

常
愈
員
。

　
距
離
條
、
特
別
愈
員
は
本
愈
に
金
砂
を
寄
附
し
、
若
し
く
は
特

別
の
野
曝
あ
る
者
に
し
て
評
議
員
愈
の
決
議
に
よ
り
推
薦
し
た
る

者
。
第
四
條
、
維
持
難
壁
は
魯
費
と
し
て
毎
月
金
五
拾
銭
を
納
む

る
者
。
但
一
時
に
會
費
金
六
捨
嗣
を
繭
上
す
る
者
は
以
後
愈
費
を

納
す
る
を
要
せ
ず
。
第
五
條
、
通
常
會
員
は
會
費
と
し
て
毎
月
金

武
拾
錺
以
上
を
畏
む
る
者
。
第
六
條
、
本
直
に
左
の
役
員
を
置
く
。

魯
頭
一
名
。
幹
事
若
干
名
。
一
評
議
籔
ハ
若
干
名
。
潜
思
頭
幹
事
の
圧

期
は
満
三
ケ
年
と
し
再
撰
す
る
こ
と
を
得
。
評
議
員
は
影
響
愈
の

決
議
に
よ
り
會
頭
之
を
嘱
托
す
。
第
七
條
、
髪
頭
は
学
務
を
綜
理

す
。
第
八
條
、
幹
事
は
本
禽
三
．
切
の
事
務
を
措
任
す
。
第
九
條
、

評
議
員
は
本
會
重
大
の
事
件
を
評
決
す
。
第
十
條
、
ホ
會
則
は
役

員
全
数
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
る
に
あ
ら
ざ
れ
ぽ
攣
更
す

る
こ
と
を
得
ず
。

　
明
治
黒
谷
皿
年
五
月
十
日
設
立

幹　愈　役

事頭員

評
議
員

（
イ
・
ハ
順
）

公
爵
　
二
條
基
弘

長
谷
川
哲
次
　
小
谷
都
全
一
鄭

加
藤
政
之
助
塚
本
道
立

坪
井
正
五
郎
福
岡
秀
猪

湯
本
武
比
古
　
島
田
三
郎

伯
爵
　
板
垣
退
助
　
　
公
爵

伯
爵
　
大
隈
重
信

　
　
　
辻
　
新
次
　
　
公
爵

二
條
基
弘

片
岡
健
吉

近
衛
篤
磨

　
　
東
京
市
神
田
擁
一
ッ
橋
帝
國
教
育
愈

　
　
　
　
北
海
道
土
人
救
育
會

　
　
（
北
海
道
教
育
雪
煙
第
九
十
一
號
　
九
十
↓
～
九
市
二
頁
）

　
こ
の
趣
旨
書
を
見
る
と
、
ア
イ
ヌ
災
族
も
日
本
人
な
の
に
自
由

な
き
と
は
何
ぞ
、
と
聞
い
か
け
：
：
：
、

　
救
育
と
は
単
に
金
品
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
窮
境
に
陥
ら

ん
と
す
る
も
の
を
救
え
、
之
に
肉
活
一
の
途
を
授
け
ん
が
た
め
に
適
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切
な
教
育
を
す
る
こ
と
。

　
又
、
会
期
第
一
条
に
も
、
本
会
の
日
的
を
ア
イ
ヌ
民
族
を
救
良

し
、
工
芸
、
技
術
、
農
事
の
知
識
を
与
え
、
自
営
自
活
の
道
を
教

え
る
に
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
。
単
に
同
化
教
育
を
め
ざ
し
た
も

の
で
は
な
く
、
民
族
の
自
立
と
霞
活
、
自
由
の
道
を
園
的
と
し
て

い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

　
今
臼
の
時
点
か
ら
み
て
、
小
谷
野
の
文
書
に
は
蒔
代
の
子
と
し

て
問
題
と
な
る
言
葉
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
一
貫

し
て
ア
イ
ヌ
民
族
の
人
格
を
重
じ
、
自
慮
と
独
立
の
視
点
を
も
ち

続
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
）
二
月
二
臼
に
小
谷
部
は
虻
田
を
去

る
少
し
前
で
あ
る
が
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
二
関
ス
ル
建
議
」
を

盛
会
に
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
デ
ア
ン
政
策
を

範
と
し
て
い
る
点
も
見
ら
れ
て
、
全
面
的
に
賛
成
で
き
る
も
の
で

は
な
い
が
、
そ
こ
に
は
、
北
海
道
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
土
地
で
あ
っ

た
。
北
海
道
開
拓
に
貢
献
す
る
こ
と
多
い
の
に
報
い
ら
れ
る
こ
と

が
少
な
い
と
嘆
じ
、
上
川
土
地
問
題
に
ふ
れ
、
北
海
道
長
官
自
身

が
そ
の
法
の
精
神
を
踏
み
に
じ
っ
て
い
る
と
怒
り
、
ア
イ
ヌ
斑
族

の
差
別
と
偏
見
を
問
題
視
し
て

　
「
ア
イ
ヌ
女
子
に
し
て
邦
人
の
妻
と
な
り
貞
操
無
比
、
却
っ
て
吾

の
模
範
た
ら
し
む
る
に
足
る
者
あ
り
、
邦
人
婦
女
に
し
て
ア
イ
ヌ

の
妻
と
な
り
蛮
風
野
卑
却
っ
て
彼
等
の
指
弾
を
受
く
る
者
あ
る
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

吾
人
の
屡
目
撃
す
る
処
な
り
」

　
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
視
点
を
も
っ
て
当
時
ア
イ
ヌ
民
族
に
接

し
た
和
人
が
ど
れ
だ
け
い
た
か
を
考
え
る
と
、
注
目
に
価
え
す
る
。

　
小
谷
部
は
略
歴
に
あ
る
よ
う
に
、
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）

に
虻
田
第
二
尋
常
小
学
校
（
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
育
所
）
を
設
立
し

翌
年
、
社
団
法
人
虻
田
学
園
を
設
立
し
て
い
る
。
一
九
〇
熟
年
（
明

治
三
八
虻
田
実
業
補
習
学
校
を
設
立
し
、
後
に
こ
こ
で
学
ん
だ
ア

イ
ヌ
民
族
出
身
の
著
名
な
教
育
者
・
伝
道
者
で
あ
っ
た
江
賀
寅
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

牧
師
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
自
由
と
自
立
を
主
張
し
た
人
で
あ
る
。

　
小
谷
部
は
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
　
に
久
・
期
川
夜
学
A
尊
を
雪
山
払

し
て
卒
業
し
た
生
徒
や
虻
田
学
園
に
入
れ
な
か
っ
た
ア
イ
ヌ
民
族

の
教
育
を
図
っ
て
い
る
。
又
、
　
一
九
〇
九
年
に
は
良
友
会
を
組
織

し
て
機
関
紙
「
良
友
」
を
発
行
し
、
横
の
つ
な
が
り
を
と
る
な
ど

多
様
な
教
育
活
動
を
進
め
た
が
、
健
康
を
害
し
て
同
年
十
一
月
虻

田
学
園
を
辞
し
、
上
京
し
て
静
養
と
研
究
、
著
述
の
生
涯
を
送
っ

た
。
辞
職
す
る
経
緯
の
中
に
は
、
小
谷
部
の
教
育
方
針
と
道
庁
の

教
育
方
針
と
の
相
違
や
地
元
の
人
々
の
誤
解
、
小
谷
部
の
性
格
的

一
面
な
ど
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
一
九
四
一
年
、
八
十
四
歳
で
東
京
贔
川
大
井
元
芝
町
八
四
九
回

忌
で
逝
去
し
て
い
る
。
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こ
の
虻
田
学
園
の
教
育
事
業
に
共
鳴
し
て
参
加
し
た
人
に
臼
井

榔
太
郎
と
吉
田
巌
が
い
る
．
、
二
人
共
に
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
育
者
と

し
て
知
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
旭
絹
の
郷
土
史
家
村
上
久
吉
は
ア
イ

ヌ
教
育
功
労
者
と
し
て
下
記
の
七
名
を
あ
げ
て
い
る
。

　
J
・
バ
チ
ェ
ラ
；
、
小
谷
部
全
一
郎
、
白
井
柳
太
郎
、
吉
田
巌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

永
久
保
秀
二
郎
、
熊
崎
直
平
、
佐
々
応
長
左
工
門
等
で
あ
る
が
、

こ
の
中
三
名
は
虻
田
学
園
の
関
係
者
で
あ
る
。

　
小
谷
部
の
去
っ
た
あ
と
、
古
田
巌
が
受
け
つ
ぎ
、
学
園
の
た
て

な
お
し
を
図
っ
た
が
、
　
一
九
．
へ
、
▽
年
の
有
珠
由
の
噴
火
の
た
め
被

霧
を
受
け
、
つ
い
に
閉
園
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
小
谷
部
は
在
米
中
、
入
類
学
や
考
古
学
を
学
ん
で
き
た
の
で
、

帰
国
し
て
か
ら
も
学
会
に
加
わ
り
研
究
を
続
け
て
い
た
。
退
職
し

て
か
ら
出
し
た
代
表
的
な
書
物
に
『
成
吉
思
羽
熟
客
義
経
也
』
一

九
二
四
年
、
と
『
日
本
及
び
臼
本
園
民
之
起
漂
』
　
一
九
烹
九
年
が

あ
る
。
い
ず
れ
も
大
著
で
そ
の
簿
学
が
知
ら
れ
る
。
前
者
は
出
版

さ
れ
た
と
き
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
ほ
ど
蹴
清
を
黙
し
た
が
、

歴
史
家
よ
り
猛
烈
な
反
論
が
臨
て
『
中
央
史
壇
』
二
月
臨
時
増
刊

号
が
出
さ
れ
、
後
、
雄
山
閣
よ
り
『
成
吉
思
汗
は
源
義
経
に
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

ず
』
と
い
う
論
争
集
が
出
版
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　
小
谷
部
は
秋
田
に
生
れ
、
祖
母
よ
り
義
経
の
英
雄
伝
説
を
聞
き
、

義
経
は
衣
川
で
死
な
ず
に
蝦
夷
に
渡
っ
た
と
い
う
話
に
興
味
を

も
ち
続
け
た
。
北
海
道
で
ア
イ
ヌ
民
族
に
伝
わ
る
義
経
傍
説
に
確

信
を
も
っ
て
、
蝦
夷
よ
り
大
陸
に
渡
り
蒙
古
の
英
雄
ジ
ン
ギ
ス
カ

ン
に
な
っ
た
と
い
う
仮
説
を
た
て
、
自
ら
蒙
古
の
地
を
踏
ん
で
遺

跡
調
査
を
し
て
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
説
は
必
ら
ず
し
も
小
谷
部
の
独
翻
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
＞

そ
れ
ま
で
も
、
い
く
つ
か
の
説
が
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
実
際

に
蒙
古
ま
で
足
を
運
ん
で
実
証
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
小
谷
部

の
独
自
性
が
あ
る
。
内
容
的
に
史
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に

は
困
難
で
あ
る
が
研
究
の
清
酒
は
一
驚
に
価
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
後
者
の
慌
日
本
及
び
日
本
国
民
之
起
原
』
ぱ
旧
約
聖
轡
の
言
と

古
事
記
や
風
土
記
、
陣
社
の
縁
起
、
地
名
、
言
語
、
風
俗
な
ど
を

照
合
研
究
し
て
、
田
本
人
の
起
原
は
ヘ
ブ
ル
民
族
の
謎
の
部
族
と

言
わ
れ
る
？
ガ
ド
族
〔
厳
命
記
三
鷲
一
二
◎
一
瓢
一
、
画
数
記
二

六
一
一
κ
、
謄
代
志
上
五
一
二
六
等
を
引
用
〕
で
あ
る
と
推
論
し

た
奇
書
で
あ
る
。
勿
論
、
現
代
の
墨
書
学
や
歴
史
学
で
は
到
底
受

け
入
れ
難
い
論
証
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
美
事
な
懲
己
隠
的
論
的

墨
書
解
釈
を
し
た
書
物
も
珍
し
い
。
渡
辺
善
太
師
の
聖
書
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

論
か
ら
す
れ
ぽ
、
意
図
約
強
釈
（
嬢
三
。
ぴ
q
§
尊
嬢
。
。
Φ
ケ
q
霧
一
。
。
）
と
で

も
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
け
れ
ど
も
、
あ
の
極
右
的
困
粋
主
義
の
高
ま
り
の
中
で
、
こ
の

よ
う
な
本
が
出
さ
れ
て
一
九
三
三
年
迄
に
八
版
を
重
ね
る
こ
と
が
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出
来
た
の
は
不
思
議
で
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
冠
者
の
関
心
は
そ
の
著
書
の
内
容
で
あ
る
よ
り
も
、

著
者
の
信
仰
、
思
想
の
聞
題
で
あ
る
。
何
故
に
、
留
学
し
て
ハ
ワ

ー
ド
大
学
で
神
学
を
学
び
エ
ー
ル
大
学
で
哲
学
、
神
学
を
学
ん
で

按
手
礼
ま
で
受
け
た
著
者
が
信
仰
的
、
思
想
的
変
容
を
し
て
い
っ

た
の
か
で
あ
る
。
武
田
清
子
氏
の
類
型
に
よ
れ
ぽ
、
妥
協
の
埋
没

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

型
と
匿
わ
れ
る
典
型
的
な
タ
イ
プ
で
あ
ろ
う
。

　
小
谷
部
が
ア
メ
リ
カ
で
学
ん
で
い
た
一
八
九
〇
年
代
は
、
お
お

ま
か
に
言
っ
て
、
ヨ
：
ロ
ッ
パ
で
は
夢
ツ
チ
ェ
ル
学
派
の
全
盛
時

代
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
う
ウ
シ
ェ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
ら
の
社
会
的
福
音

（ω

宦
B
一
丸
σ
q
8
℃
9
が
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
教
会
は

第
三
覚
醒
期
と
言
わ
れ
黒
人
教
会
や
イ
ン
デ
ア
ン
伝
道
（
営
象
麟
障

ζ
♂
獣
§
O
o
紘
興
窪
8
）
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
一
九
〇
〇
年
代
は
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
が
教
葛
谷
で

行
わ
れ
、
一
方
に
お
い
て
は
私
立
学
校
令
な
ど
察
教
教
育
の
嗣
難

と
な
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。

　
彼
の
信
仰
思
想
的
変
容
は
彼
自
身
め
生
立
ち
や
、
性
格
と
も
深

く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
学
問
的
思
想
的
孤
独
感
、
教
会

的
信
仰
的
孤
立
感
な
ど
を
経
験
し
て
歩
ゆ
ん
で
い
る
。

　
小
谷
部
が
北
海
道
に
き
た
と
き
は
す
で
に
組
合
教
会
が
敦
派
と

し
て
道
内
の
伝
道
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
交
わ
り
は
兇
ら
れ
な
い
。

又
、
小
谷
部
の
資
料
に
も
彼
隠
元
が
所
属
し
た
コ
ン
グ
リ
ゲ
ー
シ

．
一
ナ
ル
・
チ
ャ
ー
チ
は
、
札
幌
バ
ン
ド
を
生
ん
だ
W
・
S
・
ク
ラ
ー
ク

も
、
同
志
社
の
棚
立
者
、
新
島
裏
も
所
属
し
た
教
派
だ
が
、
彼
の

著
書
に
は
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
な
い
。

　
彼
の
思
想
は
明
治
の
キ
リ
ス
ト
者
の
中
で
み
ら
れ
た
。
園
粋
的

愛
国
心
を
内
に
秘
め
て
聖
書
を
読
ん
だ
一
人
の
キ
リ
ス
ト
老
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ヌ
民
族
の
教
育
に
つ
い
て
も
そ
の
枠

を
越
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
本
心
か
ら
願
っ
て
い
た
の

は
、
差
別
の
中
に
在
っ
た
ア
イ
ヌ
斑
族
の
人
格
を
重
ん
じ
、
自
由

と
独
立
の
精
神
を
滴
養
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
晩
年
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
て
神
道
に
傾
斜
し
、
シ
ン
ク
レ

テ
シ
ズ
ム
に
な
っ
た
が
、
彼
自
身
の
理
解
し
た
神
学
と
教
会
観
の

微
弱
さ
に
閥
題
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
明
治
期
に

お
け
る
福
音
受
容
の
問
題
と
し
て
別
に
再
考
せ
ら
れ
る
べ
き
課
題

で
あ
ろ
う
。

註（
1
）

工
藤
英
一
　
〔
社
会
経
済
史
視
角
よ
り
見
た
る
赤
心
社
の
北
海
道
開

拓
と
キ
リ
ス
ト
教
i
明
治
学
院
論
旧
叢
第
四
あ
ハ
ロ
、
7
〕

齋
田
m
四
郎
　
〔
会
祉
組
織
に
依
る
北
忠
球
道
開
拓
の
研
究
一
一
九
二
七
〕

榎
木
守
恵
　
〔
キ
リ
入
〉
致
と
北
海
道
開
拓
－
翼
木
社
会
史
論
集
一

九
六
五
〕
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（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

　
※

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

金
田
隆
…
｝
　
〔
キ
リ
ス
ト
敦
よ
り
み
た
北
海
道
…
田
鰻
精
神
に
つ
い
て
〕

・…

繒
?
小
・
獅
繁
簡
糞
聞
煽
鞠
漸
ズ
、
　
一
・
旗
門
ハ
・
パ
。

高
倉
新
一
郎
　
〔
北
海
道
附
拓
史
〕
、
柏
葉
書
院
、
　
一
九
閥
七
。

北
海
道
キ
リ
ス
ト
教
史
料
調
査
会
。

〉
憎
誤
O
江
」
●
、
｛
．
O
団
鵠
ぴ
Φ
㊦
〔
東
か
ら
酋
へ
一
世
界
一
周
旅
行
記
〕
、
六

あ
ハ
．
ー
レ
七
四
宙
以
。

黒
沢
英
二
訳
、
毎
日
新
聞
縫
刊
、
　
一
九
漁
九
年
。

牢
民
①
瓜
。
開
ト
↓
貫
降
㊤
〔
ア
メ
リ
カ
古
典
文
庫
i
九
〕
、
研
究
祉
、

…
九
七
五
年
、
預
崎
京
子
訳
、
三
九
頁
。

右
瞬
書
、
四
〇
頁
。

　
　
　
隅
二
頁
。

右
同
串
露
、
隅
三
頁
。

　
　
　
八
六
頁
。

右
同
黍
、
六
五
頁
。

省
同
書
、
七
〇
頁
。

搾
」
’
、
一
、
＝
；
震
の
論
文
は
札
幌
畑
江
時
代
ア
メ
リ
カ
文
化
セ
ン
タ

…
か
ら
解
り
て
兇
た
が
、
ム
ツ
手
も
と
に
な
い
の
で
研
究
社
刊
よ
り
噌
引

属
　
師
こ
。

に
ノ
ー
評
1

　
　
　
〔
沈
海
遵
キ
リ
ス
ト
教
曳
〕
、
教
課
出
版
局
刊
、
一
九
八
二

永
田
方
鑑
　
（
…
へ
暇
鰹
1
一
九
＝
）
、
［
北
海
道
蝦
夷
語
地
名
解
」

の
著
者
。
ス
ミ
ス
女
学
校
、
離
日
愛
女
学
楼
一
の
網
目
師
を
す
る
。
陰
本
入

で
最
初
に
聖
露
翻
訳
「
傭
洋
教
草
」
一
八
七
三
年
に
出
す
。

永
久
保
秀
∴
節
　
（
一
．
八
四
九
－
去
九
二
四
）
、
　
、
ミ
ス
ペ
イ
ン
　
（
r

｝）

R
露
。
）
と
共
に
鎧
路
の
藤
採
ア
イ
ヌ
学
校
の
教
育
を
す
る
。

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

「二

?
…
政
治
…
　
（
一
八
ぺ
（
▽
…
一
瓦
六
二
）
、
永
久
編
当
職
　
…
黒
地
の
あ
と
を

受
け
て
春
振
の
ア
イ
ニ
済
学
校
で
教
育
を
＋
る
。

〔
紅
葉
坂
教
会
八
十
年
史
〕
、
　
一
七
頁
、
　
一
九
七
三
年
。

〔
北
海
道
教
育
雑
誌
〕
、
靖
八
…
一
…
号
、
　
一
〇
〇
頁
、
　
一
八
九
九
年
。

〔
北
海
道
教
育
史
一
全
道
編
三
〕
、
北
海
道
教
育
研
究
販
、
第
花
初
等

教
育
、
二
獲
は
旧
土
人
教
育
一
付
．
一
…
九
六
三
年
虻
田
の
旧
土
人
教

育
と
し
て
、
…
二
（
し
∵
…
…
－
．
∴
．
．
八
頁
に
記
さ
れ
て
い
る
。

右
同
、
三
詰
八
頁
。

轡
宙
広
市
社
ム
互
甜
教
蜜
目
散
眠
勲
出
、
　
ソ
剣
○
．
①
凸
　
一
九
論
ハ
（
n
）
年
、
　
士
口
曙
四
糧
猟
著
　
「
畦
聡

郷
巻
秋
」
虻
田
学
園
を
め
ぐ
り
て
、
照
◎
養
ハ
。

〔
新
北
海
道
史
第
鰯
巻
〕
、
〔
北
海
道
私
学
教
青
史
〕
、
〔
北
海
道
大
百

科
窮
典
〕
、
そ
の
他
の
虻
環
学
園
の
項
に
小
谷
部
厚
一
輝
が
キ
リ
ス

ト
考
で
あ
る
こ
と
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

虻
m
田
僻
閥
巾
入
、
　
八
ご
一
，
八
百
黙
、
　
…
あ
九
山
ハ
一
一
年
。

小
谷
綿
全
一
郊
の
略
歴
は
い
く
つ
か
の
文
献
に
あ
る
が
、
か
な
り
の

違
い
が
あ
る
の
で
小
谷
部
の
自
著
を
基
礎
と
し
て
筆
考
が
作
成
。

舩
金
困
…
旗
助
著
「
北
の
人
」
一
英
雄
不
死
伝
謹
の
見
地
か
ら
…

…
五
八
…
一
八
○
頁
。

霜
同
倉
焦
糾
一
郎
著
　
「
ア
イ
ス
焔
以
策
由
入
」
　
ゐ
ハ
（
．
）
八
～
あ
ハ
へ
．
）
－
几
百
ハ
、
　
一
－
疋
国

二
年
、
濤
本
評
論
紙
刊
。

「
北
海
道
教
育
第
一
九
鋼
号
」
、
雨
漏
、
　
一
九
二
九
年
。

森
山
諭
著
「
ア
イ
ヌ
教
育
家
、
牧
師
、
江
賀
震
灘
伝
一
戦
う
欝
タ
ン

の
勇
考
」
。

村
上
久
吉
著
「
あ
い
ぬ
人
物
伝
」
平
凡
祉
刊
、
　
一
九
四
二
年
。

「
成
省
思
汗
は
源
義
経
に
あ
ら
ず
」
、
雄
出
漁
刊
、
　
一
九
…
、
　
五
年
。
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（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

※

中
島
利
一
郎
、
一
瓢
宅
雲
嶺
、
鳥
甜
龍
蔵
ら
十
八
名
の
反
論
集
。

義
経
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
説
は
、
水
戸
藩
編
「
大
艮
本
史
篇
の
中
に
（
世

代
義
経
不
死
於
衣
州
館
進
至
蝦
夷
）
と
の
生
存
説
が
あ
り
、
シ
ー
ボ

ル
ト
の
「
撮
本
誌
」
に
源
義
経
は
成
吉
思
汗
と
同
一
人
物
で
は
な
い

か
と
潜
か
れ
て
腸
り
。
　
一
八
七
九
年
、
英
国
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
火
学

に
留
学
し
た
末
松
謙
澄
が
卒
論
で
（
H
鳥
①
昌
嵩
q
O
h
昏
①
○
同
Φ
無

O
o
口
ρ
器
目
g
O
窪
α
Q
露
。
・
澱
冨
跨
芝
陣
静
昏
①
冒
饗
器
ω
o
田
角
。

磯
。
。
。
窪
ε
P
o
）
を
書
い
て
い
る
。
小
谷
部
は
こ
の
論
文
に
添
唆
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。

⑳
渡
辺
善
太
全
集
六
「
墾
書
解
釈
論
」
三
穴
四
頁
、
キ
リ
ス
ト
新
聞

社
訓
円
、
　
一
九
轟
ハ
山
ハ
年
。

武
田
清
子
著
「
土
着
と
背
教
」
五
！
二
三
頁
、
新
教
出
版
社
刊
、
一

九
六
七
年
。

本
研
究
を
ま
と
め
る
た
め
に
北
海
道
教
育
大
学
旭
燭
分
校
の
図
書

館
、
旭
川
市
立
図
書
館
札
幌
市
立
図
書
館
道
立
図
書
館
及
び
紅
葉
坂

教
会
辮
本
弟
一
牧
師
、
福
島
義
人
伝
道
師
に
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を

心
か
ら
感
謝
し
た
い
。
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