
            
 

平
岸
に
残
る
唯
一
の
ア
イ
ヌ
遺
跡
と
し
て
、
天
神
山
チ
ャ
シ
が
あ
り
ま
す
。
ア
イ
ヌ
は
文
字
を
持
た
な
い
民
族

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
チ
ャ
シ
に
つ
い
て
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。
祭
祀
や
談
判
（
チ
ャ
ラ

ン
ケ
）
、
資
源
管
理
の
見
張
り
場
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
が
後
年
に
な
って
軍
事
用
に
転
化
さ
れ
た
と
の

解
釈
が
一
般
的
で
す
。
ア
イ
ヌ
民
族
は
縄
文
人
の
遺
跡
を
コ
ロ
ポ
ッ
ク
ル
が
残
し
た
も
の
と
考
え
、
敬
っ
て
い
ま

し
た
。
天
神
山
か
ら
は
、
以
前
の
連
載
で
述
べ
た
よ
う
に
、
縄
文
土
器
な
ど
の
多
数
の
出
土
品
が
豊
富
に
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
天
神
山
を
聖
域
と
し
て
扱
い
、
こ
こ
に
チ
ャ
シ
を
建
設
し
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

 
 

 

ふ
る
い
時
代
の
北
海
道
は
、
わ
ざ
わ
ざ
農
耕
を
せ
ず
と
も
採
集
だ
け
で
十
分
食
べ
て
い
け
る
島
で
し
た
。
ニ

シ
ン
や
サ
ケ
の
大
群
が
来
れ
ば
、
そ
れ
を
つ
か
み
取
り
に
し
て
い
れ
ば
よ
く
、
い
わ
ば
採
集
生
活
の
天
国
で
あ
る

た
め
に
、
逆
に
高
度
な
漁
法
は
発
達
せ
ず
、
農
業
も
発
達
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
原
始
的
な
が
ら
も
平
和
な

生
活
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
本
土
か
ら
和
人
が
流
れ
て
き
ま
す
。
戦
国
時
代
の
末
に
な
る
と
和
人
の
諸

勢
力
の
中
か
ら
松
前
氏
が
勃
興
し
、
渡
島
半
島
に
割
拠
し
ま
す
。
江
戸
時
代
の
初
め
ご
ろ
ま
で
は
松
前
藩
は

ア
イ
ヌ
と
の
交
易
の
利
益
の
上
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
交
易
で
は
数
量
の
ご
ま
か
し
そ
の
他
、
ず
い
ぶ
ん
あ
く

ど
い
こ
と
を
し
た
と
は
い
え
、
交
易
は
交
易
で
し
た
。
が
、
「
場
所
」
と
い
う
制
度
が
で
き
て
か
ら
、
藩
の
ア
イ
ヌ

に
対
す
る
態
度
が
一
変
し
、
い
わ
ば
奴
隷
主
に
な
り
ま
し
た
。
場
所
と
は
素
朴
に
い
え
ば
漁
場
の
こ
と
で
あ
り
、

当
初
は
交
易
場
所
で
し
た
が
、
藩
が
ア
イ
ヌ
に
生
産
を
あ
げ
さ
せ
る
た
め
、
場
所
を
商
人
に
請
け
負
わ
せ
ま

す
。
商
人
は
場
所
ご
と
に
運
上
屋
を
設
け
、
ア
イ
ヌ
を
動
物
以
下
の
扱
い
で
働
か
せ
、
そ
こ
か
ら
と
れ
る
海
産

物
を
独
占
し
、
そ
う
し
て
あ
が
っ
た
利
益
を
運
上
金
と
し
て
藩
に
お
さ
め
ま
す
。
松
前
藩
は
ア
イ
ヌ
の
犠
牲
の

上
で
、
何
も
し
な
く
て
も
金
が
と
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
松
前
藩
は
、
ア
イ
ヌ
が
日
本
語
を
覚
え
る
の
を
禁
じ
、

農
業
も
普
及
さ
せ
ず
、
道
路
の
一
本
も
整
備
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

ア
イ
ヌ
が
自
立
で
き
な
い
よ
う
に
し
、
労
働
に
つ
か
ざ
る
を
え
な
い

状
態
に
す
る
た
め
で
す
。 

 
 

 
 

こ
の
こ
ろ
の
平
岸
近
郊
の
ア
イ
ヌ
の
様
子
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

当
時
石
狩
地
方
は
イ
シ
カ
リ
場
所
と
呼
ば
れ
、
商
人
「
阿
部
屋
」に

よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
イ
シ
カ
リ
場
所
は
１
３
の
場
所
か

ら
成
り
立
ち
、
平
岸
は
そ
の
中
の
上
サ
ッ
ポ
ロ
場
所
に
属
し
て
い
ま

し
た
。
江
戸
期
を
代
表
す
る
探
検
家
で
あ
り
、
「
北
海
道
」
の
名
付

図１．彫工モニヲマの図 

（アイヌ人物誌より） 
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け
親
で
も
あ
る
松
浦
武
四
郎
は
上
サ
ッ
ポ
ロ
に
住
ん
で
い
た
ア
イ
ヌ
人
モ
ニ
ヲ
マ
（図
１
）
と
の
交
流
を
記
録
し
て

い
ま
す
（
以
下
の
く
だ
り
は
新
札
幌
市
史
よ
り
引
用
）。  

石
狩
場
所
サ
ッ
ポ
ロ
な
る
処
の
小
使
役
を
勤
け
る
モ
ニ
ヲ
マ
と
い
へ
る
は
当
年
三
十
七
歳
、
妻
は
ク
ス
リ
モ
ン
と
い
え
る

が
あ
り
し
も
、
是
は
番
人
に
取
ら
れ
て
、
今
は
七
十
余
歳
に
な
り
け
る
イ
メ
ク
シ
モ
と
い
え
る
母
と
叔
母
と
三
人
に

て
暮
ら
し
け
る
が
、
性
彫
を
好
み
て
常
に
匙
、
手
拭
い
懸
け
、
小
刀
の
鞘
、
膳
、
椀
、
菓
子
器
、
印
籠
等
種
々
の
物
彫

て
、
又
短
刀
の
鞘
に
唐
草
雷
文
等
を
彫
す
る
と
衆
目
を
驚
か
ざ
る
こ
と
な
し 

 
 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
モ
ニ
ヲ
マ
は
芸
術
家
肌
と
で
も
い
う
べ
き
彫
刻
の
名
手
で
し
た
。
モ
ニ
ヲ
マ
に
は
妻
ク
シ
リ
モ

ン
が
い
ま
し
た
が
、
運
上
屋
の
番
人
に
妾
に
と
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
二
人
の
間
に
は
ま
だ
乳
児
の
子
供
が
い

ま
し
た
が
、
母
親
と
引
き
離
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
餓
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。
モ
ニ
ヲ
マ
は
家
族
思
い
の
男
で
、
自

分
が
番
人
よ
り
受
け
た
責
苦
を
母
に
及
ぼ
す
ま
い
と
、
一
緒
に
他
所
へ
の
出
奔
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

対
し
母
は
、
「
此
処
を
捨
て
他
え
行
時
は
、
此
屋
敷
に
残
し
置
墓
所
え
誰
壱
人
御
酒
を
上
呉
る
も
の
も
無
ば
、

生
た
る
我
に
孝
行
と
も
成
べ
け
れ
共
、
死
し
た
る
父
や
祖
母
・
祖
父
は
如
何
に
何
事
を
も
云
は
ざ
れ
ど
も
如

何
思
ふ
こ
と
や
あ
ら
ん
」
と
述
べ
、
先
祖
供
養
の
た
め
に
こ
の
地
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
諭
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

母
イ
メ
ク
シ
モ
は
、
モ
ニ
ヲ
マ
が
番
人
に
召
集
さ
れ
浜
で
強
制
的
に
働
か
さ
れ
て
い
る
間
に
寒
さ
と
飢
え
の
た
め

に
亡
く
な
って
し
ま
い
ま
す
。
モ
ニ
ヲ
マ
は
病
弱
の
母
を
心
配
し
、
番
人
に
「
機
嫌
相
伺
」
に
行
き
た
い
と
申
請
し

ま
す
が
許
さ
れ
ず
、
昼
夜
に
わ
た
り
労
働
に
酷
使
さ
れ
続
け
て
い
ま
し
た
。
モ
ニ
ヲ
マ
は
母
の
死
も
知
る
こ
と

な
く
、
彼
女
の
「
機
嫌
」
を
案
じ
て
い
た
の
で
し
た
。 

 
 

 
 

こ
の
よ
う
な
ア
イ
ヌ
へ
の
虐
待
は
モ
ニ
ヲ
マ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
北
海
道
全
域
で
行
わ
れ
、
結
果
ア
イ

ヌ
の
人
口
は
激
減
し
ま
す
。
武
四
郎
ら
幕
府
役
人
は
こ
の
事
態
を
知
り
、
強
い
怒
り
と
義
憤
の
も
と
で
糾
弾

し
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
改
善
さ
れ
る
こ
と
な
く
明
治
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
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～
無
知
は
罪
な
り
～ 

２
１
世
紀
と
な
った
今
日
で
も
政
治
家
等
に
よ
る
ア
イ
ヌ
へ
の
差
別
発
言
が
無
く
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
問
題
を
彼
ら
個
人
の
資

質
に
帰
す
の
は
た
や
す
い
で
す
が
、
私
た
ち
も
ど
れ
だ
け
ア
イ
ヌ
が
虐
げ
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
っ
た
の
か
本
当
に
知
って
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
筆
者
自
身
、
「旧
土
人
保
護
法
」に
代
表
さ
れ
る
明
治
以
降
の
差
別
政
策
に
つ
い
て
は
う
っす
ら
と
知
って
い
た
も
の

の
、
本
稿
を
執
筆
す
る
ま
で
ア
イ
ヌ
時
代
の
サ
ッ
ポ
ロ
で
の
和
人
に
よ
る
虐
待
に
つ
い
て
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
紙
面
の
都

合
上
や
む
を
得
ず
割
愛
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
記
し
た
以
外
に
も
様
々
な
虐
待
行
為
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
人
種
差

別
で
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
イ
ヌ
を
動
物
以
下
と
し
て
扱
い
、
搾
取
し
て
い
た
人
々
が
い
た
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
北
海
道
の
歴
史
の

恥
部
と
し
て
、
私
た
ち
は
も
っと
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
無
知
は
罪
な
り
。
メ
デ
ィ
ア
業
に
携
わ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
今
後
も
機
会
を
設
け
て
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 


