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井
戸
　
理
恵
子

１
　

は
じ
め
に

北
海
道
に
生
ま
れ
育

っ
て
、

い
つ
も
不
思

議
に
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
北
海
道

の
地
名
や
食
べ
物
な
ど
ア

イ
ヌ
の
文
化
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
鋏
め
ら
れ

て
い
る
の
に
、
そ
の
存
在
は
遠
く
、
空
間
的

に
も
時
間
的
に
も
不
可
侵
な
イ
メ
ー
ジ
が
漂

っ
て
い
た
も
の
で
す
。

そ
の

「不
可
侵
」
は
語
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
、
「
文
化
を
奪
わ
れ
た
者
」

の
な
ん
と
も

形
容
の
仕
様
の
な

い
深

い
哀
し
み
か
ら
来
る

こ
と
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

や
が
て
、
自
ら
の
中
で
か
つ
て
ア
イ
ヌ
の

方
々
に
護
ら
れ
て
き
た
大
地
で
生
き
て
い
る

こ
と

へ
の
感
謝
が
大
き
く
膨
ら
み
、

い
つ
し

か
彼
ら
の
文
化
に
立
ち
入

っ
て
み
た

い
衝
動

に
度
々
駆
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
衝
動
か
ら
、
こ
こ
数
年
に
渡

っ
て
研

究
し
て
い
る
工
学
を

「自
然
に
学
ぶ
」
と

い

う
立
場
か
ら
、
「
伝
統
に
学
ぶ
」
、
「
ア
イ
ヌ

文
化
に
学
ぶ
」
と
い
う
目
的
を
も

っ
て
、
彼

ら
の
文
化
を
再
度
見
直
し
て
み
た
い
と
彼
ら

の
文
化
に
触
れ
あ
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

２
　
縄
文
人
の
足
跡

（ア
イ
ヌ
の
言
葉
）

ア
イ
ヌ
の
文
化
は
“
形
あ
る
も
の
”
を
な

に
も
遺
さ
な
い
文
化
と
言
え
ま
す
。

必
要
な

「も
の
」
を
自
然
か
ら
得
、
短
期

間
で

「自
然
に
還

っ
て
い
く
も
の
」
の
中
で

生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。
「何
も
遺
さ
な

い

文
化
」
は
現
代
社
会
が
築
い
て
き
た

「人
の

エ
ゴ
」
に
よ
る
価
値
観
と
は
遠
く
、
彼
ら
の

文
化
は
軽
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
縄
文
よ
り
連
な
る
彼
ら

の
文
化
は
ア
イ
ヌ
の
伝
統
を
守
る
人
た
ち
、

研
究
者
の
手
に
よ

っ
て
ほ
そ
は
そ
と
で
は
あ

り
ま
す
が
、
現
代
に
も
息
づ
き
、
上
の
中
か

ら
で
は
な
く
、
リ
ア
ル
に
感
じ
取
る
こ
と
が

可
能
で
す
。
特
に
彼
ら
の
せ
し
た
重
要
な

「言
葉
」
に
は
未
水

へ
の
提
言
が
幾
重
に
も

遺
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ア
イ
ヌ
は

「貯
蓄
」
を
嫌
い
ま
す
。

「貯
蓄
」
を
す
る
た
め
に
は

．
時
に
多
く

の
殺
生
が
必
要
で
す
が
こ
う
し
た
殺
生
は
自

然
の
摂
理
か
ら
外
れ
、
「
再
生
」
に
時
間
が

か
か
り
ま
す
。

し
た
が

っ
て
、
「
貯
蓄
は
罰
が
当
た
る
」

と
さ
れ
、節
度
を
も

っ
て
生
活
し
て
い
れ
ば
、

そ
の
と
き
そ
の
と
き
神
様
が
天
か
ら
降
り
て

こ
ら
れ
て
必
要
な
も
の
を
与
え
て
下
さ
る
と

信
じ
て
い
ま
し
た
。

与
え
ら
れ
た
も
の
は
ア
イ
ス
の
様
々
な
知

見
に
よ

っ
て
区
別
、
保
存
、
適
材
適
所
に
使

わ
れ
ま
す
。

自
然
を
よ
く
観
察
し
て
い
た
彼
ら
の
知
見

は

「神
が
与
え
て
く
れ
た
も
の
」
と
い
う
謙

虚
さ
を
も
ち
、
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い
き

ま
す
。
現
代
の
我
々
が
認
識
す
る
ア
イ
ス
の

文
化
は

「裕
福
で
は
無
か

っ
た
」
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
彼
ら
に
と

っ
て
は

「神
が
与
え

て
く
れ
た
知
見
＝
言
葉
」
を
受
け
継

い
で
行

く
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
長
い
伝
統
の
中
で
■

わ
れ
た
　
番
の
幸
福
だ
と
い
う
判
断
だ

っ
た

の
で
し
ょ
う
。

ア
イ
ヌ
語
に
は
霊

（た
ま
し
い
）
が
宿

っ

て
お
り
、
文
字
に
し
た
途
端
に
そ
の
中
か
ら

霊
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
、
即
ち

「生
き
た

言
葉
」
を
大
切
に
し
て
い
た
か
ら
、
文
字
を

も
た
な
か

っ
た
ア
イ
ス
。

で
す
か
ら
、
最
も
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
人
は

「神
を
説
得
で
き
る
」
程
の
美
し

い
言
葉
を

一Ⅵ、
、

木幣 (イ ナウ)
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も

つ
人
で
あ
り
、
「美
し

い
言
葉
は
真
理
」

な
の
で
人
を
も
説
得
で
き
、
そ
う
し
た
人
が

村
を
治
め
る
の
で
す
。

武
力
の
強
い
者
、
狩
猟
が
上
手
な
者
よ
り

も
上
位
だ

っ
た
の
で
す
。

日
常
の
対
話
の
中
で
も
み
な
慎
重
に
言
葉

を
選
び
ま
し
た
。

言
葉
は

「人
を
殺
す
」
こ
と
も
で
き
る
武

器
と
考
え
ら
れ
、
迂
闊
な
こ
と
は
言

っ
て
は

い
け
な
い
、
言
葉
が

一
人
で
行
動
し
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
は
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。

今
で
い
う
噂
が
拡
が
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
し
ょ
つヽ
。

確
か
に
現
代
社
会
で
も
日
で
見
た
光
景
で

死
ぬ
こ
と
は
な
く
て
も
、
人
か
ら
言
葉
で
攻

め
ら
れ
る
と
人
は
難
な
く
、
死
を
選
ん
だ
り

す
る
も
の
で
す
。

根
元
的
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
こ
う
し
た
裏
付
け
と
し
て
、
ア
イ
ヌ
語

の

「
ウ
コ
　
チ
ャ
　
ラ
ン
ケ

（互
い
に
　
言

葉
を
　
下
ろ
す
と

と

い
う
表
現
が
あ
り
ま

す
。こ

の
言
葉
は
「武
力
で
物
事
を
解
決
す
る
」

の
で
は
な
く
、
「
対
等
に
論
じ
合

っ
て
問
題

を
解
決
す
る
」
と
い
う
ア
イ
ヌ
社
会
の
基
本

に
関
わ
る
思
想
を
反
映
し
て
い
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

北
海
道
ア
イ
ヌ
の
遺
跡
に
は
多
く
の
チ
ャ

シ
と
呼
ば
れ
る
砦
が
あ
り
、
そ
こ
で
戦
が
行

わ
れ
て
い
た
と
以
前
は
考
え
ら
れ
て
お
り
ま

し
た
。

し
か
し
、
砦
は
我
々
が
考
え
る
よ
う
な
戦

と
関
係
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
考
古
学
的

に
も
殆
ど
の
人
骨
に
傷
が
な
い
こ
と
か
ら
話

し
を

つ
け
る
場
所
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

で
は
こ
う
し
た
優
れ
た
ア
イ
ヌ
語
が
ど
う
し

て
衰
退
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

実
際
の
と
こ
ろ
、
ア
イ
ヌ
語
が
衰
退
し
た

理
由
を
文
字
が
な
い
、
と
い
う
点
に
求
め
る

方
も
多
い
よ
う
で
す
が
、
こ
う
し
た
彼
ら
の

意
識
を
考
え
る
と
そ
れ
は
間
違

っ
た
見
解
で

し
よ
つヽ
。

事
実
は
明
治
以
降
の
政
策
的
な
指
導
に
よ

リ
シ
サ
ム
　
イ
タ
ク

（和
人
の
言
葉
）
を
強

要
さ
れ
た
こ
と
、
漁
狩
猟
を
禁
じ
ら
れ
た
こ

と
が
要
因
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
す
。

生
活
様
式
の
変
容
に
よ
り
、
ア
イ
ヌ
の
言

葉
自
体
が
指
し
示
す
も
の
が
わ
か
ら
な
く
な

り
、
異
な
る
言
葉
の
強
要
は
彼
ら
の
文
化
に

息
づ
い
た

「意
味
」
を
奪
い
、
次
第
に
使
う

こ
と
も
な
く
な

っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
日
本
人
で
あ
る
我
々
に
も
い
え
る

こ
と
で
す
が
、
生
活
環
境
の
変
化
と
と
も
に
、

家
の
構
造
が
変
わ
り
、
使
う
道
具
も
少
な
く

な
り
、
そ
れ
ら
を
指
し
示
す
言
葉
も
消
え
て

い
き
ま
す
。

文
化
は
言
葉
と
共
に
消
え
て
い
く

の
で

す
。

３
　
狩
猟
民
族
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

い
わ
ゆ
る
ア
イ
ヌ
の
世
界
観
は
シ
ャ
ー
マ

ニ
ズ
ム
的
価
値
観
で
捉
え
ら
れ
ま
す
が
、　
一

般
的
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は

「狩
猟
民
は
自

然
に
従
お
う
と
し
な
が
ら
も
、
動
物
を
殺
さ

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を

も
つ
狩
猟
民
的
世
界
の
中
か
ら
発
生
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
を
解
決
す
る
の
が

「不
死
の

霊
魂
」
と

「死
す
べ
き
肉
体
」
と
い
う
二
元

論
で
し
た
。
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
イ
オ
マ
ン

テ
の
儀
式
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「イ

・
オ
マ
ン
　
テ
ー
そ
れ
　
行
く
　
さ
せ

る
」
―
そ
れ
を
送
る
と
い
う
こ
と
で

一
般
的

に
子
グ
マ
が
送
ら
れ
る
儀
式
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
ク
マ
送
り
の
イ
オ
マ
ン
テ
は
四

月
の
穴
ク
マ
狩
り
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

火
の
神
、
家
の
神
に
ク
マ
が
自
ら
の
元
に

来
て
く
れ
る
よ
う
に
と
カ
ム
イ
　
ノ
ミ

（神

へ
の
祈
り
）
を
し
、
ス
ル
ク
と
い
う
ト
リ
カ

ブ
ト
の
根
か
ら
抽
出
し
た
毒
を
塗

っ
た
失
と

勇
敢
な
大
を
伴

っ
て
出
か
け
ま
す
。

ク
マ
が
い
る
穴
が
見

つ
か
る
と
そ
の
前
に

ク
マ
が
出
て
こ
ら
れ
な

い
よ
う
に
柵
を
し
、

神
に
自
分
の
素
性
を
伝
え
、
感
謝
の
意
、
そ

し
て
ク
マ
が
暴
れ
狂
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に

と
い
う
旨
を
唱
え
ま
す
。

神

へ
の
祈
り
が
終
わ
る
と
穴
に
い
る
ク
マ

を
外
に
お
び
き
出
し
矢
を
射
る
の
で
す
が
、

そ
の
毒
は
二
、
三
〇
分
で
体
内
を
回
リ
ク
マ

は
動
か
な
く
な
る
と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
死
ん
だ
ク
マ
を
確
認
し
、
熊
が
自

ら
の
元
に
や

っ
て
き
て
く
れ
た
こ
と
に
再
び

感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
、
コ
タ
ン
に
連
れ
帰
り
、

祭
壇
に
頭
を
掲
げ
、
カ
ム
イ
　
ホ
プ

ニ
レ

（神
の
出
発
）
と
い
う
祭
を
し
ま
す
。

こ
れ
ら
は
イ
オ

マ
ン
テ
と
は
区
別
さ
れ
、

穴
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
グ
マ
が

一
緒
に


