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こ
れ
ま
で
当
コ
ー
ナ
ー
で
は
、「
遺
跡
」
を
主

題
に
置
い
て
北
斗
市
地
域
の
歴
史
を
つ
づ
り
、

第
７
回
で
は
江
戸
時
代
前
半
ま
で
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
問
題
と

な
る
こ
と
は
、
当
地
に
お
い
て
そ
の
次
の
時
代

─

江
戸
時
代
前
半
か
ら
半
ば
─

に
か
け
て
の
遺

跡
は
現
在
見
つ
か
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
の
一
方
で
、
古
記
録
・
紀
行
文
・
古
地

図
な
ど
文
献
史
料
の
調
査
を
進
め
て
お
り
、
現

在
合
わ
せ
て
約
１
０
０
件
ほ
ど
の
史
料
か
ら
当

時
の
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

　

北
海
道
、
そ
し
て
北
斗
の
歴
史
に
お
い
て
、

こ
の
時
代
は
非
常
に
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

避
け
て
は
通
れ
な
い
時
代
で
す
。
よ
っ
て
、
コ

ラ
ム
テ
ー
マ
は
従
来
通
り
「
ほ
く
と
遺
跡
も
の

が
た
り
」
で
す
が
、
今
回
に
限
り
、
遺
跡
に
よ

ら
な
い
「
ほ
く
と
歴
史
も
の
が
た
り
」
に
な
る

こ
と
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。

 

１  

江
戸
時
代
前
半
の
北
斗
市
地
域
の
「
役
割
」

　

当
コ
ー
ナ
ー
第
７
回
に
て
紹
介
し
た
と
お
り
、

当
時
の
古
地
図
を
調
べ
る
と
、
北
斗
市
地
域
の

地
名
と
し
て
「
ス
ス
ホ
ッ
ケ
」「
ト
ウ
ヘ
チ
」

「
モ
ヘ
チ
」「
ヘ
ケ
レ
ケ
チ
」
と
、
い
ず
れ
も

ア
イ
ヌ
語
に
基
づ
く
地
名
が
表
記
さ
れ
、
そ
の

ほ
か
『
津つ

軽が
る

一い
っ

統と
う

志し

』
（
寛
文
９
・
１
６
６
９

年
）
や
『
寛か

ん

文ぶ
ん

拾じ
ゅ
う

年ね
ん

狄て
き

蜂ほ
う

起き

集し
ゅ
う

書し
ょ

』（
寛
文
10

年
）
な
ど
の
文
字
史
料
で
も
、
知
内
よ
り
東
に

つ
い
て
は
「
狄て

き

居き
ょ

（
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
住
ま
う

場
所
）」
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
村
々
が

「
お
と
な
（
代
表
者
）」
の
名
と
と
も
に
記
載

さ
れ
規
模
・
数
と
も
に
和
人
の
村
を
し
の
ぐ
な

ど
、
少
な
く
と
も
17
世
紀
の
半
ば
～
後
半
ご
ろ

ま
で
の
北
斗
市
地
域
に
お
け
る
生
活
者
の
主
体

は
ア
イ
ヌ
の
人
々
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

17
世
紀
当
時
の
北
海
道
で
は
、
ア
イ
ヌ
の

人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
族
間
の
抗
争
や
交
流
な

ど
を
経
て
、
広
い
範
囲
で
の
文
化
的
・
政
治
的

な
つ
な
が
り
と
ま
と
ま
り
を
も
つ
地
域
集
団
が

形
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
胆い

振ぶ
り

・
日

高
地
方
を
領
域
と
し
た
シ
ュ
ム
ク
ル
、
シ
ブ

チ
ャ
リ
（
現
在
の
静
内
町
周
辺
）
か
ら
釧
路
・

厚
岸
ま
で
の
広
い
範
囲
を
領
域
と
し
た
メ
ナ
シ

ク
ル
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
そ
の
中
で
も
有

力
な
ま
と
め
役
と
な
る
首
長
を
松
前
藩
は
惣そ

う

大だ
い

将し
ょ
うま

た
は
惣そ

う

乙お
と

名な

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

　

彼
ら
は
共
同
体
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
強
い
独

立
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
松
前
藩
の
扱

い
は
（
松
前
藩
側
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
は
と

も
か
く
）
そ
う
し
た
関
係
性
の
下
、
対
等
に
交

流
す
る
一
勢
力
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
性
格
は
『
津
軽
一
統
志
』
に
見
え
る
、当
時

の
石
狩
ア
イ
ヌ
の
惣
大
将
・
ハ
ウ
カ
セ
の「
松
前

殿
は
松
前
の
殿
、我
等ら

は
石
狩
の
大
将
」と
い
う

言
葉
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

当
時
の
北
斗
市
地
域
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
・
和

人
の
混
居
す
る
姿
は
、
こ
う
し
た
広
域
な
ア
イ

ヌ
地
域
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
割
拠
す
る
蝦え

夷ぞ

地ち

と
、

当
時
は
松
前
・
福
山
周
辺
に
限
ら
れ
て
い
た
和わ

人じ
ん

地ち

と
の
、
い
わ
ば
緩か

ん

衝し
ょ
う

地
域
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

 

２  

シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
と

　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
が
も
た
ら
し
た
も
の

　

こ
の
関
係
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の

が
、
寛か

ん

文ぶ
ん

９
（
１
６
６
９
）
年
に
起
き
た
シ
ャ

ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
で
す
。
松
前
藩
二
代
藩

主
・
公き

み

広ひ
ろ

の
三
男
で
あ
り
、
当
時
幕
府
の
旗
本

と
し
て
こ
の
戦
い
の
指
揮
を
執
っ
た
松
前
泰や

す

広ひ
ろ

の
報
告
に
基
づ
く
『
渋し

ぶ

舎し
ゃ

利り

蝦え

夷ぞ

蜂ほ
う

起き

ニに

付つ
き

出し
ゅ
つ

陣じ
ん

書し
ょ

』
に
よ
れ
ば
、
こ
と
の
起
こ
り
は
慶け

い

安あ
ん

元

（
１
６
４
８
）
年
、
良
好
な
漁
場
で
あ
っ
た
シ

ブ
チ
ャ
リ
で
そ
の
領
域
を
接
し
て
い
た
メ
ナ
シ

ク
ル
の
大
将
・
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
と
シ
ュ
ム
ク

ル
の
大
将
・
オ
ニ
ビ
シ
と
の
争
い
で
し
た
。

　

こ
の
抗
争
の
背
景
と
し
て
は
、
当
時
の
自
然

環
境
の
悪
化
を
そ
の
一
因
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
寛か

ん

永え
い

17
（
１
６
４
０
）
年
、
駒
ケ
岳

が
約
３
千
年
ぶ
り
に
火
山
活
動
を
再
開
し
、
山

体
崩
壊
を
伴
う
大
噴
火
を
起
こ
し
ま
す
（
寛
永

大
噴
火
）。
現
在
の
特
徴
的
な
姿
の
原
因
と
も

な
っ
た
山
体
崩
壊
に
伴
う
大
量
の
岩が

ん

屑し
ょ
うな

だ
れ

が
太
平
洋
へ
と
流
れ
込
み
大
規
模
な
津
波
が
発

生
、
道
南
の
東
側
か
ら
十
勝
に
か
け
て
の
広
い

範
囲
に
被
害
を
及
ぼ
し
ま
す
（
ち
な
み
に
、
こ

の
時
に
折
戸
川
が
せ
き
止
め
ら
れ
て
で
き
た
の

が
大
沼
・
小
沼
で
す
）。
ま
た
、
広
範
囲
に
降
っ

た
火
山
灰
も
あ
わ
せ
彼
ら
の
生
活
の
基
盤
に
大

き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

　

な
お
余
談
で
は
あ
り
ま
す
が
、
地
名
調
査
の

一
環
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
著
さ
れ
た
史
料
中

で
現
在
の
「
駒
ケ
岳
」
が
何
と
呼
ば
れ
て
い
た

か
に
つ
い
て
も
情
報
を
集
成
し
て
お
り
、
現
在

60
件
ほ
ど
確
認
で
き
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

も
っ
と
も
古
い
寛
永
20
（
１
６
４
３
）
年
の

『
新し

ん

羅ら

之の

記き

録ろ
く

』
か
ら
幕
末
に
差
し
掛
か
る

１
８
４
０
年
代
ま
で
の
２
０
０
年
間
に
つ
い
て

は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
「
ウ
チ
ウ
ラ
（
内
浦
）
嶽だ

け

（
山
）」
の
名
で
呼
ば
れ
て
お
り
、「
駒
ケ
岳
」

と
い
う
呼
び
名
が
完
全
に
一
般
化
す
る
の
は
明

治
以
降
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
ウ
チ
ウ
ラ
」
に
つ
い
て
は
、「
内
浦
」

表
記
が
一
般
的
な
た
め
一
見
和
語
由
来
に
見
え

ま
す
が
、
天
明
８
（
１
７
８
８
）
年
の
『
松ま

つ

前ま
え

蝦え

夷ぞ

地ち

之の

図ず

』
で
は
「
此こ

の

山や
ま

ヲ
蝦え

夷ぞ

ハ
内う

ち

浦う
ら

ヶが

嶽た
け

ト
称
ス
（
こ
の
山
を
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
内
浦
ヶ

嶽
と
呼
ん
で
い
る
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
ど
う
や

ら
ア
イ
ヌ
語
由
来
の
地
名
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

第８回

　

は
る
か
む
か
し
、
旧
石
器
時
代
・
縄
文
時
代

か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
一
万
有
余
年
の
間
、

こ
こ
北
斗
の
地
で
営
ま
れ
続
け
た
人
類
の
歩
み

─
。
当
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
こ
う
し
た
北
斗
の
歴

史
に
つ
い
て
、
「
遺
跡
」
に
焦
点
を
当
て
、
今

回
は
江
戸
時
代
前
半
か
ら
半
ば
に
か
け
て
、
和

人
と
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
の
関
係
が
大
き
く
動
く

時
代
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。



（10）

そ
の
語
源
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
し
た
記
録
は

現
在
見
つ
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
推
定
さ
れ

る
も
の
と
し
て
は
並
ん
だ
二
つ
の
峰
を
見
立
て

たu-tura
（
ウ
ト
ゥ
ラ
、
互
い
に
・
一
緒
に
い

る
）、
あ
る
い
は
噴
煙
を
上
げ
る
様
か
ら
見
た

uhuy-nupuri

（
ウ
フ
イ
ヌ
プ
リ
、燃
え
る
・
山

＝
火
山
）
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

　

６
年
に
渡
る
こ
の
メ
ナ
シ
ク
ル
と
シ
ュ
ム
ク

ル
の
争
い
は
、
交
易
へ
の
支
障
な
ど
を
危
惧
し

た
松
前
藩
の
仲
裁
に
よ
り
一
度
は
収
ま
り
ま
す
。

　

し
か
し
寛
文
７
（
１
６
６
７
）
年
、
シ
ャ
ク

シ
ャ
イ
ン
と
オ
ニ
ビ
シ
の
間
で
抗
争
が
再
燃
し

（
こ
の
間
に
有
珠
山
が
１
６
６
３
年
、
樽
前
山

が
１
６
６
７
年
に
大
噴
火
を
起
こ
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
に
よ
る
生
活
環
境
の
悪
化
が
引
き
金
と

な
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
）、
オ
ニ
ビ

シ
が
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
際
シ
ュ
ム

ク
ル
側
の
使
者
ウ
タ
フ
ら
が
松
前
へ
赴
き
兵
員

や
武
器
な
ど
の
援
助
を
求
め
ま
し
た
が
、
松
前

藩
は
中
立
を
守
る
た
め
こ
れ
を
拒
否
。
そ
の
帰

路
に
お
い
て
、
不
運
に
も
ウ
タ
フ
が
疱ほ

う

瘡そ
う

（
天て

ん

然ね
ん

痘と
う

）
に
か
か
り
死
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

　

当
時
、
天
然
痘
は
世
界
各
地
の
人
々
を
苦
し

め
て
い
た
ウ
イ
ル
ス
性
の
感
染
症
で
、
致
死
率

も
非
常
に
高
い
も
の
の
、
千
年
近
く
こ
の
病
と

と
も
に
あ
っ
た
和
人
に
と
っ
て
は
あ
る
意
味
あ

り
ふ
れ
た
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

長
く
北
海
道
島
で
独
立
し
た
暮
ら
し
を
続
け
て

い
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
は
そ
れ
に
対
す
る
免
疫

は
皆
無
に
等
し
く
、
後
の
時
代
に
は
さ
ら
に
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

　

こ
の
ウ
タ
フ
の
死
が
「
松
前
藩
に
よ
る
毒
殺

で
あ
る
」
と
い
う
風
説
と
な
っ
て
ア
イ
ヌ
の

人
々
に
伝
わ
り
、
さ
ら
に
交
易
上
の
不
公
平
や

資
源
の
収
奪
な
ど
長
年
の
和
人
へ
の
不
満
も
重

な
り
、
松
前
藩
ひ
い
て
は
和
人
全
体
へ
の
敵
対

心
を
強
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
、

シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
は
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
シ
ュ

ム
ク
ル
を
含
む
蝦
夷
地
全
域
の
ア
イ
ヌ
に
蜂
起

を
呼
び
か
け
、
結
果
、
寛
文
９
（
１
６
６
９
）

年
６
月
、
各
地
で
一
斉
に
和
人
に
対
す
る
襲
撃

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
の
時
犠
牲

と
な
っ
た
の
は
鷹た

か

待ま
ち

（
当
時
松
前
藩
の
主
要
な

財
源
の
一
つ
で
あ
っ
た
鷹
を
捕
ら
え
る
た
め
に

蝦
夷
地
入
り
し
て
い
た
鷹
匠
）
や
金
堀
り
、
あ

る
い
は
商
船
の
乗
組
員
で
あ
る
商
人
や
水
夫
と

い
っ
た
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
不
満
を
募
ら
せ
る

対
象
と
な
っ
て
い
た
行
為
に
関
わ
る
人
々
が
ほ

と
ん
ど
で
し
た
。
こ
の
事
態
の
報
告
を
受
け
幕

府
は
指
揮
官
と
し
て
旗
本
・
松
前
泰
広
を
派
遣

す
る
と
と
も
に
、
松
前
藩
勢
に
津
軽
藩
に
よ
る

援
軍
を
加
え
鎮
圧
を
図
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
後

に
い
う
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
の
始
ま
り
で

し
た
（
こ
の
際
の
津
軽
藩
の
記
録
が
『
津
軽
一

統
志
』
に
記
載
さ
れ
、
当
時
の
蝦
夷
地
の
有
り

様
を
知
る
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
ま
す
）。

　

戦
い
は
約
半
年
の
間
続
き
ま
し
た
が
、
石
狩

ア
イ
ヌ
な
ど
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
蜂
起
に
呼
応

せ
ず
に
中
立
的
な
立
場
を
貫
い
た
地
域
集
団
や
、

ま
た
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
と
敵
対
関
係
に
あ
る
な

ど
の
理
由
で
松
前
藩
側
に
つ
く
ア
イ
ヌ
の
人
々

も
お
り
（
一
方
、
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
娘
婿
庄し

ょ
う

太だ

夫ゆ
う

な
ど
彼
の
側
に
つ
く
和
人
も
い
ま
し
た
）
、

徐
々
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
は
、

戦
い
の
早
期
決
着
を
望
む
松
前
藩
か
ら
の
和わ

睦ぼ
く

の
提
案
を
受
け
入
れ
ま
す
。
こ
の
和
睦
の
場
で

松
前
藩
は
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
を
奇
襲
し
て
殺
害

し
、
戦
い
は
終
わ
り
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
の
戦
い
の
結
果
、
松
前
藩
は
敵
対
的
・
友

好
的
い
ず
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
全
て
の
ア
イ
ヌ

の
人
々
に
七
か
条
か
ら
な
る
起き

請し
ょ
う

文も
ん

に
よ
り

「
逆

ぎ
ゃ
く

心し
ん

仕つ
か
ま
つる

間ま

敷じ
き

」
こ
と
を
誓
わ
せ
、
こ
れ
に

よ
り
和
人
（
松
前
藩
）
と
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
関

係
性
は
統
治
す
る
側
と
さ
れ
る
側
と
い
う
枠
組

み
に
組
み
込
ま
れ
始
め
る
事
と
な
り
ま
す
。

 

３
「
和
人
地
」へ
と
変
わ
り
行
く
北
斗
市
地
域

　

シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
の
結
果
は
、
現
在

の
北
斗
市
地
域
の
あ
り
方
に
も
変
化
を
も
た
ら

す
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

宝ほ
う

永え
い

７
（
１
７
１
０
）
年
に
松ま

つ

宮み
や

観か
ん

山ざ
ん

に

よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
蝦え

夷ぞ

談だ
ん

筆ひ
っ

記き

』
に
よ
る
と
、

シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
か
ら
40
年
が
過
ぎ
た

当
時
で
も
な
お
江
戸
時
代
後
半
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
厳
格
な
蝦
夷
地
と
和
人
地
と
の
区
別
は
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
現
在
の
北
斗
市

内
で
い
う
と
茂
辺
地
・
富
川
・
戸
切
地（
当
時
の

「
戸
切
地
」は
戸
切
地
川
下
流
域
一
帯
）な
ど
で

は
ま
だ
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
和
人
の
人
々
は
交
じ

り
あ
っ
て
住
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
当
地
に
住
む
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
と

っ
て
和
人
と
共
に
暮
ら
す
こ
と
は
居
心
地
の
よ

い
も
の
で
は
な
く
、
徐
々
に
蝦
夷
地
へ
と
移
り

住
み
最
近
は
す
っ
か
り
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
…
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
居
心
地
の

悪
さ
の
要
因
は
、
や
は
り
先
の
戦
い
に
よ
っ
て

生
じ
た
和
人
と
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
の
関
係
性
の

変
化
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
元
禄
13
年
（
１
７
０

０
）
年
の
『
松ま

つ

前ま
え

島じ
ま

郷ご
う

帳ち
ょ
う』

で
は
、
亀
田
番
所

の
役
割
と
し
て
「
夷え

ぞ

往お
う

来ら
い

他た

国こ
く

廻か
い

船せ
ん

改あ
ら
た
め」

と
あ

り
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
蝦
夷
地
と
の
往
来
に
制

限
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
先
に
挙
げ
た
『
蝦
夷
談
筆
記
』
や
『
松ま

つ

前ま
え

年ね
ん

々ね
ん

記き

』
な
ど
の
記
述
に
よ
る
と
、
17
世
紀

末
か
ら
18
世
紀
前
半
に
か
け
天
然
痘
が
渡
島
半

島
西
側
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
間
で
流
行
し
壊
滅

的
な
被
害
（
「
大お

お

方か
た

絶し
に

尸た
え

候そ
う
ろ
う

事こ
と

」
）
を
与
え
て

お
り
、
こ
れ
も
彼
ら
に
こ
の
地
を
離
れ
る
決
意

を
さ
せ
た
要
因
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
て
、
現
在
の
北
斗
市
地
域
は
徐
々
に

明
確
な
「
和
人
地
」
へ
と
変
わ
り
行
く
と
と
も

に
、
現
在
の
街
並
み
の
基
礎
と
な
る
新
た
な

村
々
も
生
ま
れ
始
め
ま
す
。
そ
の
源
と
な
っ
た

の
は
、
こ
の
地
を
貫
く
二
つ
の
街
道
に
あ
り
ま

し
た
。
次
回
は
、
こ
の
二
つ
の
道
を
と
り
ま
く

地
域
の
変
遷
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

（
郷
土
資
料
館　

時
田　

太
一
郎
）


