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前
回
は
、
現
在
の
北
斗
市
に
あ
た
る
地
域
が

ア
イ
ヌ
の
人
々
と
和
人
と
が
混
ざ
り
合
い
な
が

ら
暮
ら
し
て
い
た
「
緩
衝
地
域
」
で
あ
っ
た
こ

と
と
、
そ
れ
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
を
き
っ
か
け
と

し
て
徐
々
に
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
こ
の
地
域
を
離

れ
、
そ
の
結
果
次
第
に
「
和
人
地
」
へ
と
変
わ

り
行
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
３
０
０
年
ほ
ど
前

の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
を
起
点
と
し
た
幕
末
ま

で
の
約
１
５
０
年
間
は
、
時
代
の
歩
み
と
と
も

に
、
現
在
の
北
斗
の
街
並
の
基
礎
と
な
る
村
々

が
生
ま
れ
成
長
し
た
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。

　

現
在
、
北
斗
市
地
域
の
地
名
や
地
勢
の
変
遷

に
つ
い
て
、
各
地
に
現
存
す
る
江
戸
時
代
当
時

の
文
献
史
料
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
て
お
り
、

現
時
点
で
93
件
の
史
料
（
史
書
記
録
９
、
日

記
・
紀
行
文
43
、
里り

程て
い

記き

４
、
古
地
図
37
）
か

ら
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
そ
れ
ら
を
時
系
列
順
に
整
理
し
て

各
村
の
系
譜
を
み
ち
び
き
出
し
、
さ
ら
に
一
定

期
間
ご
と
の
各
村
戸
数
の
デ
ー
タ
を
加
え
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
規
模
の
変
遷
と
成
長
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
図
化
し
ま
し
た（
左
ペ
ー
ジ
）。

　

こ
の
図
と
各
時
代
に
つ
い
て
の
概
略
を
元
に
、

現
在
の
北
斗
の
ま
ち
の
基
礎
が
ど
の
よ
う
に
形

づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
現
在
の
北
斗
市
地

域
に
お
い
て
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
徐
々
に
蝦え

夷ぞ

地ち

へ
の
移
住
な
ど
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
、
18
世
紀

半
ば
ご
ろ
に
は
文
献
の
中
に
も
彼
ら
の
居
住
を

示
す
記
述
・
記
録
が
み
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
か
つ
て
寄

港
地
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
亀
田
が
そ
の
勢
い

を
弱
め
、
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
箱
館
が
港
湾
都

市
と
し
て
急
成
長
を
遂
げ
て
い
き
ま
す
。

 

『
松ま

つ

前ま
え

蝦え

夷ぞ

記き

』（
享

き
ょ
う

保ほ
う

２
・
１
７
１
７
年
）

に
よ
る
と
、
当
時
亀
田
港
は
徐
々
に
遠
浅
と
な

っ
て
船
を
泊
め
に
く
く
な
っ
て
お
り
、
多
く
の

船
が
向
か
い
の
箱
館
港
へ
船
を
泊
め
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
…
と
あ
り
ま
す
。
す
で
に
主

産
物
で
あ
る
昆
布
の
船
積
所
で
あ
っ
た
箱
館
で

す
が
、
こ
の
頃
を
期
に
内
海
状
の
地
形
が
港
と

し
て
便
利
か
つ
蝦
夷
地
産
物
の
取
引
で
も
立
地

上
優
れ
て
い
る
な
ど
、
交
易
拠
点
と
し
て
の
適

性
を
高
く
評
価
さ
れ
、「
松ま

つ

前ま
え

三さ
ん

湊み
な
と」

の
一
つ
と

し
て
大
き
く
成
長
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
箱
館
の
価
値
が
増
す
と
と
も
に
、

箱
館
と
松
前
と
を
つ
な
ぐ
海
岸
沿
い
の
街
道
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
和
人
地
」
の
外
＝
蝦
夷
地

へ
陸
路
向
か
う
際
の
主
要
ル
ー
ト
で
あ
る
街
道

も
ま
た
そ
の
価
値
を
増
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の

両
街
道
に
お
け
る
南
北
の
要
地
で
あ
る
、
戸へ

切き
り

地ち

・
有あ

り

川か
わ

お
よ
び
大
野
が
戸
数
を
増
や
し
成
長

を
遂
げ
る
の
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
18
世
紀
半

ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
と

時
を
同
じ
く
し
て
文
月
・
一い

ち

ノの

渡わ
た
り・

濁に
ご
り

川か
わ

な
ど

の
村
々
の
名
前
が
史
書
の
中
に
現
れ
る
よ
う
に

な
り
、
南
北
両
村
の
近き

ん

傍ぼ
う

お
よ
び
街
道
上
に
新

た
な
村
々
が
広
が
る
様
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

文
化
４
（
１
８
０
７
）
年
、
ロ
シ
ア
か
ら
の

北
方
防
衛
の
た
め
、
江
戸
幕
府
は
松
前
家
か
ら

蝦
夷
地
を
上

じ
ょ
う

知ち

（
没
収
）
し
直
轄
し
ま
す
。

　

幕
府
は
蝦
夷
地
直
轄
に
あ
た
り
箱
館
周
辺
の

新
田
開
発
に
取
り
組
み
、
有
川
・
大
野
に
会
所

を
設
け
移
民
を
募
り
新し

ん

田で
ん

場ば

を
拓ひ

ら

き
ま
す
。

　

田た

草ぐ
さ

川が
わ

伝で
ん

次じ

郎ろ
う

の
『
西に

し

蝦え

夷ぞ

地ち

日に
っ

記き

』（
文
化

４
・
１
８
０
７
年
）
に
は
中
ノ
郷
、
高こ

う

麗ら
い

鱗り
ん

平ぺ
い

の
『
蝦
夷
地
巡
回
之
記
』（
文
化
６
・
１
８
０
９

年
）
に
は
一
本
木
・
千
代
田
・
本
郷
の
各
村
が

新
田
場
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な

が
ら
こ
の
時
は
稲
作
が
定
着
し
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
こ
の
入
植
が
後
の
北
斗
市
東
部
に
広
が
る

農
地
の
基
盤
と
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

文
政
４
（
１
８
２
１
）
年
、
松
前
家
が
蝦
夷

地
に
復
領
し
、
幕
府
か
ら
北
方
防
衛
の
任
務
を

引
き
継
ぎ
ま
す
。
北
海
道
沿
岸
各
所
に
設
け
ら

れ
た
防
衛
拠
点
へ
赴
く
た
め
、
そ
の
経
路
お
よ

び
体
制
が
整
備
さ
れ
ま
す
。
馬う

ま

継つ
ぎ

所し
ょ

お
よ
び
勤

番
泊
所
が
設
け
ら
れ
た
三
ツ
谷
・
冨
川
・
茂
辺

地
・
当
別
の
各
村
が
こ
の
時
期
に
戸
数
を
増
や

し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
に
伴
う
も
の
で
し
ょ
う
。

　

安
政
２
（
１
８
５
５
）
年
、
前
年
の
日
米
和

親
条
約
締
結
と
箱
館
開
港
を
機
に
幕
府
は
再
び

松
前
藩
か
ら
蝦
夷
地
を
上
知
し
直
轄
し
ま
す
。

　

こ
の
時
期
に
大
き
く
戸
数
を
増
や
し
て
い
る

の
が
大
野
と
一
ノ
渡
で
す
。
再
直
轄
に
よ
る
北

方
防
衛
に
伴
い
、
陸
路
に
よ
る
北
方
と
の
往
来

が
増
加
し
た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
経
路

上
の
両
村
の
成
長
に
つ
な
が
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
再
直
轄
の
際
も
幕
府
は
移
民
ら

に
よ
る
開
墾
を
奨
励
し
（
御お

手て

作さ
く

場ば

）、
戸
切
地

村
に
吉
田
郷
・
三
ツ
谷
村
に
御ご

用よ
う

畑ば
た

（
後
の
三み

好よ
し

郷ご
う

）
が
拓
か
れ
、
ま
た
濁
川
村
に
移
民
に
よ

る
清
水
村
が
拓
か
れ
ま
す
（
三
ツ
谷
村
と
三
好

郷
は
明
治
に
な
っ
て
合
併
し
谷た

に

好よ
し

村
、
濁
川
村

と
清
水
村
も
同
じ
く
合
併
し
清
川
村
と
な
り
、

現
在
も
の
こ
る
地
名
の
元
と
な
り
ま
す
）。

　

こ
う
し
て
地
域
の
な
り
た
ち
を
ひ
も
解
い
て

い
く
と
、
わ
た
し
た
ち
の
住
む
北
斗
市
地
域
は
、

東
西
南
北
に
人
々
を
繋つ

な

ぐ
街
道
と
、
そ
こ
を
さ

ま
ざ
ま
に
ひ
と
・
も
の
が
行
き
か
う
中
で
つ
む

が
れ
た
歴
史
と
と
も
に
成
長
し
た
歴
史
と
文
化

の
交
差
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
　
　
　

（
郷
土
資
料
館　

時
田　

太
一
郎
）

第９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
あ
て
て
紹
介
し
ま

す
。
今
回
は
、
現
在
私
た
ち
の
く
ら
す
北
斗
市

の
元
に
な
っ
た
村
々
が
、
江
戸
時
代
半
ば
か
ら

幕
末
に
か
け
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
成
長
し
て
い

っ
た
か
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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