
アイヌの女性の入れ塁

い
た
場
合
、
そ
の
子
グ
マ
を
い
ず
れ
イ
オ
マ

ン
テ
で
送
る

「神
の
子
」
と
し
て
大
切
に
育

て
ま
す
。

子
グ
マ
は
ヘ
ペ
レ
　
セ
ッ
（子
グ
マ
の
檻
）

と
呼
ぶ
丸
太
小
屋
で

一
～
三
年
間
飼
わ
れ
た

後
の
晩
秋
、
着
飾
ら
れ
、
美
し
い
文
様
が
刻

ま
れ
た

ヘ
ペ
レ
　
ア
イ

（子
グ
マ
　
花
矢
）

を
受
け
て
こ
の
世
で
の
命
を
失
い
ま
す
。

イ
オ
マ
ン
テ
は
子
グ
マ
に
と

つ
て
自
分
の

故
郷

（神
の
国
）

へ
帰
る
喜
び
の
時
で
ア
イ

ヌ
に
よ

っ
て
魂
を
解
き
放
た
れ
る
儀
式

で

す
。
神
の
世
界

へ
と
旅
立
つ
子
グ
マ
は
肉
や

毛
皮
を
土
産
に
コ
タ
ン
に
お
い
て
、
そ
の
変

わ
り
に
人
か
ら
貰

つ
た
お
土
産
を
沢
山
背
負

い
、
着
飾
ら
れ
た
ま
ま
神
の
国
に
帰

っ
て
ゆ

く
と
考
え
ま
す
。

子
グ
マ
の
霊
が
神
々
た
ち
に

「
ワ
タ
シ
は

こ
ん
な
に
手
厚
く
祭
ら
れ
て
天
に
送
ら
れ
ま

し
た
よ
。
」
と
告
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
天
上

の
神
々
た
ち
が
人
間
界
に
ま
た
来
た
い
と
思

っ
て
く
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

ア
イ
ヌ
の
神
に
対
す
る
祈
り
は
沢
山
の
食

べ
物

の
到
来
を
約
束
さ
せ
る
重
要
な
契
約

で
、
生
き
物
に
よ

っ
て
自
分
た
ち
が
生
か
さ

れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
道
具
と
し
て
言
葉
を
神
に
伝
え
る

「煙
」
、
神
か
ら
の
返
事
や
気
配
を
依
せ
つ
け

る

「
イ
ナ
ウ
」

（神
幣
）
な
ど
も
重
要
な

「機
能
」
で
し
た
。

４
．
海
の
民
．
交
易
の
民

ア
イ
ヌ
の
人
び
と
が
歴
史
書
に
初
め
て
登

場
す
る
の
は

『日
本
書
紀
』
六
五
七
年
阿
倍

臣

（あ
べ
の
お
み
）
が
朝
廷
の
命
を
受
け
、

本
州
北
部
の
蝦
夷
を
討
ち
に
遠
征
し
た
と
い

う
記
述
で
す
。

そ
こ
に
は

「胆
振

（金
且
と

（
い
ぶ
り
さ

ιヽ

、
「後
方
羊
蹄

（し
り
べ
し
と

な
ど
現

在
も
北
海
道
に
残
る
地
名
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
以
降
、　
一
般
に
記
録
に
現
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
室
町
時
代
の
頃
で
す
が
、
人

類
学
的
に
み
る
と
縄
文
前
期
の
約
六
千
～
五

千
年
前
の
東
釧
路
人
く
ら
い
ま
で
辿
れ
る
と

い
わ
れ
、
考
古
学
的
に
は
縄
文
、
続
縄
文
に

続
く
擦
文
文
化
の
中
に
い
わ
ゆ
る
ア
イ
ヌ
文

化
に
連
な
る
要
素
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ア
イ
ヌ
文
化
の
根
底
に
は
こ
う
し
た
い
わ

ゆ
る
縄
文
時
代
、
続
縄
文
時
代
と
形
成
さ
れ

て
き
た
在
地
の
文
化
に
八
世
紀
前
後
東
北
北

部
か
ら
北
海
道
の
道
南
、
道
央

へ
移
住
し
た

集
団
が
も
た
ら
し
た
文
化
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ

た

「擦
文
文
化
」
と
紀
元
前
七
世
紀
か
ら
十

三
世
紀
に
か
け
て
流
氷
と
同
じ
海
流
で
南
下

し
て
き
た
人
々
が
運
ん
で
き
た
文
化
が
道
北

か
ら
道
東
に
か
け
拡
が

っ
て
形
成
さ
れ
た

「
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
」
と
が
互

い
に
影
響
し

あ
い
、
融
合
し
、
共
生
し
て
き
た
、
と
い
う

の
が
ほ
ぼ
定
説
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。

一
〇
世
紀
前
後
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
流

動
的
だ

っ
た
北
海
道
と
本
州
、
北
海
道
と
北

方
圏
と
の
文
化
的
な
境
界
が
主
に
交
易
に
よ

っ
て
次
第
に
固
定
化
さ
れ
、
互
い
の
文
化
的

差
異
が
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
に
他
の

地
域
と
は
違

っ
た

「北
海
道
集
団
の
文
化
的

な
価
値
」
、
現
在
我
々
が
ア
イ
ヌ
文
化
と
呼

ん
で
い
る
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
つ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

但
し
、
そ
れ
ら
の
文
化
形
成
は
必
ず
し
も

一
様
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
文
化
圏

（自
然

環
境
も
含
む
）
が
近
い
と
こ
ろ
の
影
響
が
よ

り
濃
く
反
映
さ
れ
、
道
南
ア
イ
ヌ
に
は
和
人

的
な
形
質
が
、
道
東
ア
イ
ヌ
に
は
オ
ホ
ー
ツ

ク
文
化
的
形
質
が
色
濃
く
遺

っ
て
お
り
ま

す
。
ア
イ
ヌ
の
祖
先
は
本
来
海
の
民
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
、
北
海
道

へ
定
住
し
て
も
彼

ら
の
文
化
の
中
に
は
海
の
民
と
し
て
の
情
報

が
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続

い
て
い
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

彼
ら
の
伝
統
装
束
の
文
様
に
見
ら
れ
る
シ

ャ
チ
の
背
ビ
レ
は
シ
ャ
チ
，レ
プ
ン
　
カ
ム

イ

（海
の
沖
に
い
る
神
）
が
海
に
い
る
大
き

な
獲
物
ク
ジ
ラ
ー

フ
ン
ペ

（
フ
ン
と
音
を
出

す
も
の
）
を
我
々
の
処
ま
で
連
れ
て
き
て
く

れ
る
、
大
い
な
る
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

も
の
が
た
り
、
女
性
達
の
腕
か
ら
手
の
甲
に

向
け
て
彫
ら
れ
た
鱗
に
も
似
た
入
れ
墨
は
九

州
の
安
曇
族
や
隼
人
族
な
ど
の
海
洋
民
族
に

よ
く
見
ら
れ
、
海
の
神
々
に
自
分
た
ち
は
仲

間
だ
と
知
ら
し
め
る
徴
だ
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ア
イ
ヌ
は
好
奇
心
旺
盛
で
定
住
し
て
い

て
も
そ
の
土
地
の
中
で
自
分
た
ち
が
得
る
収

穫
だ
け
で
は
な
く
、
巧
み
に
舟
を
操
り
、
男

達
は
ク
ジ
ラ
や
ト
ド
な
ど
の
大
き
な
獲
物
を

獲
得
し
、
女
達
は
海
女
と
し
て
貝
や
海
草
な

ど
の
海
の
恵
み
を
得
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
さ
ら
に
大
海
原

へ
出
か
け
て
は
多

く
の
民
と
交
流
を
な
し
、
交
易
ま
で
こ
な
し

て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。



交
易
に
は
高

い
知
性
と
相
手
と
の
信
頼
関

係
が
必
要
で
す
。
彼
ら
に
は
独
自
の
文
字
文

化
が
な
か

っ
た
だ
け
の
こ
と
で
、
話
し
言
葉

は
勿
論

の
こ
と
、
文
書
を
交
わ
す

こ
と
も

多
々
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
実
際
に
は
多
く
の

言
葉
、
文
字
に
通
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
交
易
は
信
頼
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る

も
の
な
の
で
、
信
頼
は
ア
イ
ヌ
文
化
に
対
す

る
ア
イ
ス
の
人
の
誇
り
で
あ
り
、
彼
ら
の
先

人
達
と
神
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
知
恵
に

よ
る
、
自
信
と
成
厳
で
し
た
。

ま
た
、
十
人
～
卜
九
世
紀
に
な
る
と
、
ア

ジ
ア
か
ら
日
本

へ
の
文
化
伝
播
ル
ー
ト
は
中

国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
て
九
州
、
本
州

へ
人

る
以
外
に
北
回
り
の
文
化
伝
播
ル
ー
ト
に
よ

る
交
易
が
為
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
て

お
り
ま
す
。

こ
の
北
回
り
の
交
易
、
中
国
東
北
か
ら
ア

ム
ー
ル
、
樺
太
を
抜
け
て
北
海
道

へ
至
る
道

は
頂
点
を
極
め
ま
し
た
。

山
丹
交
易
と
呼
ば
れ
た
こ
れ
ら
北
回
り
の

交
易
は
サ
ン
タ
ン
人
と
い
う
担

い
手
に
よ

っ

て
な
さ
れ
、
絹
と
毛
皮
と
い
う
二
大
商
品
を

同
時
に
往
来
さ
せ
た
こ
と
に
お

い
て
も
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。

絹
、
毛
皮
と

い
う
商
品
を
扱
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
ら
の
英
人
な
資
産
は
清
朝

の
経
済

基
盤
を
支
え
、

ロ
シ
ア
か
ら
の
侵
略
を
阻
■

し
、
江
戸
時
代
の
日
本
に
も
多
大
な
る
形
響

を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

こ
の
時
代
、
ア
イ
ヌ
と
サ
ン
タ
ン
人
は
互

い
に
舟
を
駆
使
し
て
、

′――
い
の
地
を
行
き
来

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
松
前
藩
が
サ
ン
タ

ン
人
の
も
た
ら
す
招
来
品
に
Ｈ
を

つ
け
、
立

ち
人
る
以
前
は
ま
と
も
な
交
易
が
な
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

そ
も
そ
も
中
国
か
ら
の
輸
入
物
の
多
く
は

長
崎
か
ら
愉
人
さ
れ
て
お
り
、
南
ル
ー
ト
で

簡
易
に
入

つ
て
お
り
ま
し
た
が
、
北
同
り
の

品
々
の
方
が
浪
漫
を
掻
き
立
て
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
同
じ
よ
う
な
品
で
あ

っ
て
も
貴
重

と
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

や
が
て
、
松
前
藩
は
サ
ン
タ
ン
波
水
品
の

献
上
を
ア
イ
ス
に
強
制
し
、
そ
れ
が
ア
イ
ヌ

の
辛
苦

の

一
つ
に
な
り
、
度
重
な
る
和
人
と

の
戦
争

へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

５
．
最
後
に

過
＝
亡
く
な

っ
た
萱
野
茂
氏
が
住
ん
で
い

た
―
風
谷
の
沙
流
川
流
域
に
は
観
費
用
の
石

が
採
掘
さ
れ
て
い
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

彼
ら
が
狩
猟
民
族
と
し
て
の
生
活
文
化
を

変
え
な
く
て
は
い
け
な
か

っ
た
際
に
そ
の
地

域
の
石
の
お
か
げ
で
経
済
的
に
生
活
が
で
き

た
と

い
う

ア
イ
ス
の
ひ
と
び
と
の
感
謝
と
と

も
に
、
あ
る
仲
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

萱
野
茂
氏
と
只
洋
正
氏
と

い
う
ア
イ
ス
の

両
氏
が
金
川
　
京
助
氏
に
依
頼
し
た
銘
文
を

添
え
て
。

物

も
言

は
ず

声

も
出

さ
す

石

は
た

だ
全

身
を

も

つ
て

お

の
れ
を

語

る

「
縄
文

一
四
号
」
よ
り
転
載

遠
軽
町
教
育
委
員
会
提
供

白
滝
地
域
は
東
洋
で
も
最
大
級
規
模
の
黒
曜
石
原
産
地
で
あ
る
。

北
海
道
内
を
は
じ
め
、
東
北
地
方
や
サ
ハ
リ
ン
、
ロ
シ
ア
の
遺
跡

か
ら
も
自
滝
産
地
黒
曜
石
の
出
土
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

当
時
は
自
滝
を
中
心
と
し
た
流
通
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

美利河1遺跡

`    
＼

Fl本海      
。
「

ず 累 以 山遺跡

オホーツク海

リン(樺太 )


