
は
じ
め
に

北
海
道
開
拓
記
念
館
所
蔵
の
林
家
文
書
に
は
、｢

土
人
勘
定
差
引
帳

(

�)｣

と
題
す
る

帳
簿
が
含
ま
れ
て
い
る
。｢

土
人｣
と
は
ア
イ
ヌ
を
指
す
こ
と
ば
で
、
安
政
三
年

(

一
八
五
六)

幕
府
の
命
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の

｢

蝦
夷｣

に
代
わ
っ
て
公
称
と
定

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

(

�)

。

林
家
文
書
は
、
西
蝦
夷
地
の
ヨ
イ
チ(

余
市)

場
所
を
請
け
負
っ
て
い
た
商
人(

場

所
請
負
人)

の
家
に
伝
わ
っ
た
文
書
群
で
あ
る
。
蝦
夷
地
に
進
出
し
た
商
人
は
、
松

前
藩
や
幕
府
に
運
上
金
を
納
め
る
代
わ
り
に
、
特
定
の

｢
場
所｣

で
の
漁
業
生
産
や

ア
イ
ヌ
と
の
取
引
等
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
場
所
請
負
人
は
、
経
営
施
設
と
し
て
運

上
家
・
番
家
を
設
け
、
現
地
労
働
力
と
し
て
ア
イ
ヌ
を
雇
い
入
れ
、
ニ
シ
ン
漁
や
サ

ケ
漁
等
の
生
産
活
動
を
行
っ
て
い
た
。

運
上
家
で
は
、
ア
イ
ヌ
を
雇
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
給
料
に
つ
い
て
は
、
前

貸
し

(

仕
込)

制
度
を
基
本
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
ヌ
が
必
要
と
す
る
品

物
に
つ
い
て
、
そ
の
都
度
貸
し
付
け
を
行
い
、
最
後
に
各
人
の
稼
ぎ
に
応
じ
て
貸
付

高
と
稼
高
を
差
し
引
い
て
精
算
す
る
方
式
で
あ
る
。
こ
れ
を

｢

蝦
夷

(

土
人)

勘
定｣

と
呼
び
、
毎
年
一
〇
〜
一
二
月
頃
に
そ
の
年
一
年
分
の
勘
定(

精
算)

が
行
わ
れ
た
。

一
方
、
一
九
世
紀
の
中
頃
に
な
る
と
、
和
人
の
出
稼
漁
民
、
定
住
漁
民
の
蝦
夷
地

へ
の
進
出
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
。
彼
ら
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
運
上
家
で
は
前
貸
し

を
基
本
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
勘
定
を
行
う
際
に
、
個
人
の
収
支

(

貸
付
高
と
稼

高
、
差
引
高)

を
記
録
し
た
の
が
差
引
勘
定
帳
で
あ
る
。
こ
こ
で
紹
介
す
る

｢

土
人

勘
定
差
引
帳｣

と
は
、
場
所
請
負
制
下
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
個
人
の
稼
高
、
給
料
の
諸

相
が
具
体
的
に
わ
か
る
史
料
な
の
で
あ
る
。

帳
簿
の
概
要

｢

土
人
勘
定
差
引
帳｣

の
大
き
さ
は
、
縦
三
六.
〇
×
横
一
四.
〇
×
高
さ
二
〇.
〇

㎝
、
形
態
は
横
長
帳
で
あ
る
。
側
面
の
二
方
に
は
見
出
し

(

イ
ン
デ
ッ
ク
ス)

が
付

い
て
い
て
、
一
方
に
は
ア
イ
ヌ
の
個
人
名
が
イ
ロ
ハ
順
に
、
も
う
一
方
の
側
面
に
は
、

｢

イ
ロ
座｣

｢

ハ
ニ
座｣

｢

ホ
ヘ
座｣

｢

…
…｣

と
、
検
索
に
便
利
な
見
出
し
が
付
け
ら

れ
て
い
る
。

こ
の
帳
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
は
、
全
部
で
一
八
八
人
分
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
う
ち
約
一
〇
〜
一
五
人
は
、
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る

(

�)

。
こ
れ
は
、
名
前
の

一
致
す
る
者
、
ア
イ
ヌ
名
と
和
名
に
改
名
し
た
後
の
名
前
が
一
致
す
る
者
が
見
ら
れ

る
た
め
で
あ
る

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
人
数
は
、
一
七
〇
〜
一
八
〇
人
程
度
だ
と

言
え
る
。
こ
の
人
数
の
ア
イ
ヌ
が
、
運
上
家
の
傘
下
の
も
と
、
雇
用
労
働
に
従
事
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
ヨ
イ
チ
場
所
の
こ
の
当
時
の
ア
イ
ヌ
の
人
数
は
、
全
体
で
約
四

七
〇
人
な
の
で

(

�)

、
だ
い
た
い
四
割
ほ
ど
の
ア
イ
ヌ
が
帳
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

帳
簿
の
中
身
を
見
て
い
く
と
、
ま
ず
は
じ
め
に
ア
イ
ヌ
の
名
前
が
書
か
れ
、
そ
の

後
に
日
付
、
貸
付
高

(

銭)

、
物
品
の
名
称
と
数
量
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
、
貸
付
が
行
わ
れ
た
日
付
順
に
並
び
、
最
後
に
勘
定

(

精
算)

を
行
っ
た
と
き

の
合
計
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

｢

貸｣

の
部
分
で
あ
る
。

( ) 幕末蝦夷地の経営帳簿 ｢土人勘定差引帳｣ (東)155
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営
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土
人
勘
定
差
引
帳｣
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そ
の
次
は

｢

入｣

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
稼
高

(

銭)

と
そ
の
費
目
が
記
さ
れ
て

い
る
。｢
貸｣

と
同
様
、
最
後
に
合
計
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、｢

貸｣

と

｢

入｣

の
後
に
は
、｢
差
引｣

と
し
て
、｢

貸｣

の
合
計
か
ら

｢

入｣

の
合
計
を
引
い
た
額
、

す
な
わ
ち
実
際
に
ア
イ
ヌ
に
支
払
わ
れ
た
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

｢

貸｣

↓

｢
入｣

↓

｢

差
引｣

の
パ
タ
ー
ン
が
、
ア
イ
ヌ
一
人
に
つ
き
、

｢

午
年｣

｢

未
年｣

｢

申
年｣
の
三
年
分
記
さ
れ
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
安

政
五
〜
万
延
元
年

(

一
八
五
八

六
〇)

の
三
年
分
の
勘
定
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、｢

午
年｣

の
み
と
か

｢
未
年｣

｢

申
年｣

の
二
年
分
の
み
し
か
記
さ
れ
て
い

な
い
な
ど
、
必
ず
し
も
全
員
が
三
年
間
運
上
家
の
雇
用
に
従
事
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
ま
た
、｢

差
引｣
の
表
示
の
仕
方
の
特
徴
と
し
て
、｢

午
年｣

は
俵

(

造
米)

の
み
、｢

未
年｣

と

｢

申
年｣
に
つ
い
て
は
、
銭
に
換
算
し
た
額
も

並
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
ま
か
く
帳
簿
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。｢

貸｣

の
部
分
に
お
い
て
、
運

上
家
が
ア
イ
ヌ
に
貸
し
付
け
て
い
る
物
品
を
い
く
つ
か
拾
い
出
し
て
み
る
と
、[

表

１]

の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
で
、
ア
イ
ヌ
が
最
も
多
く
貸
し
付
け
を
受
け

て
い
る
品
物
は
、｢

濁
酒｣

と

｢

清
酒｣

で
あ
る
。｢

濁
酒｣

は
一
盃
一
七
文
、｢

清

酒｣

は
一
盃
三
五
文
で
あ
る
。

貸
付
高
の
記
述
の
形
式
は
、
ま
ず
額
が
記
さ
れ
、
そ
の
右
隣
に
日
付
、
下
に
品
名

と
数
量
、
そ
の
左
隣
に
は
、
ア
イ
ヌ
が
そ
の
品
物
の
貸
し
付
け
を
受
け
て
い
る
場
面

が
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

三
月
十
八
日

一

百
四
拾
文

清
酒
壱
升

但
し
鯡
大
漁
之
節
か
し

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
貸
し
付
け
を
受
け
る
場
面
に
つ
い
て
は
、
例
の

｢

鯡
大
漁

之
節｣

の
他
に｢

正
月
年
始
之
節｣

｢

長
福
丸(

船
名)

出
帆
之
節｣

｢

■
■
■(

註
：

ア
イ
ヌ
名)

ラ
イ｣

｢

■
■
■

(

註
：
ア
イ
ヌ
名)

病
死｣

｢

夏
ヲ
ム
シ
ヤ｣

｢

秋
網

卸
し｣

｢

石
狩
帰
り
ニ
付
カ
ム
イ
呑｣

等
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は

｢

濁
酒｣

｢

清

酒｣

の
貸
し
付
け
を
受
け
る
場
面
で
あ
る
。

｢

夏
ヲ
ム
シ
ヤ｣

と
は
、
春
の
ニ
シ
ン
漁
終
了
後
に
執
り
行
う
も
の
、｢

秋
網
卸
し｣

と
は
秋
の
サ
ケ
漁
が
は
じ
ま
る
前
に
行
う
ア
イ
ヌ
の
儀
式
で
、
運
上
家
と
ア
イ
ヌ
の

間
の
支
配
儀
礼
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、｢

ラ
イ｣

と
は
ア
イ
ヌ
語
で〝

死

ぬ〟

の
意
味
で
、｢

ラ
イ｣

や

｢

病
死｣

の
前
に
付
い
て
い
る
カ
タ
カ
ナ
は
ア
イ
ヌ

の
人
名
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
誰
か
が
亡
く
な
っ
た
際
に
貸
し
付
け
を
受
け
る
わ
け

で
あ
る
。
つ
ま
り
い
ず
れ
も
、
何
ら
か
の
儀
式
・
儀
礼
に
関
係
し
た
場
面
で
ア
イ
ヌ

が
運
上
家
か
ら
酒
の
貸
し
付
け
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

酒
以
外
の
品
物
は
、
草
鞋
や
布
、
縄
等
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
漁
場
で
の
労
働
や

生
活
に
必
要
な
物
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
漆
器
な
ど
の
威
信
材
は
本
帳
簿

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
な
か
に
は
酒
の
貸
し
付
け
の
み
を
受
け
る
ア
イ
ヌ

も
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
常
的
に
ア
イ
ヌ
が
手
に
入
れ
た
物
品
す
べ
て
が
帳
簿
に

記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
林
家
文
書
の
な
か

に
は
、
運
上
家
が
作
成
し
た
値
段
帳
や
幕
府
役
人
へ
の
提
出
書
類

(

�)

の
な
か
に
、
運
上

家
が
ア
イ
ヌ
に
売
り
渡
す
品
物
の
値
段
を
記
し
た
史
料
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
う

東京大学史料編纂所研究紀要 第20号 2010年３月 ( )156

表１

品名 数量 額
濁酒 １盃 17文
清酒 １盃 35文
上酒 １升 140文
地廻 １わ 140文
椀 １つ 35文
草鞋 ５足 70文
中間縄 ５わ 140文
酒田縄 20わ 140文
下帯 １筋 140文
掲布 １筋 140文
染 １筋 140文
白木綿 １筋 140文
黒木綿 １筋 140文
手拭 １筋 140文
永代張 １丁 140文
皮針 ５本 35文
大板付 １わ 140文
ホロキ １玉 70文
ケラ １枚 210文
手懸 １足 560文
差網 １放 560文
大鐇 １丁 840文

Ⓒ2010 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



し
た
取
引
は
、
本
帳
簿
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
た
と
言
え
る
。

次
に

｢
入｣

の
部
分
を
見
て
み
て
お
こ
う
。
こ
こ
に
は
稼
高
が
記
さ
れ
、
ア
イ
ヌ

が
何
で
い
く
ら
稼
い
だ
か
が
わ
か
る
。
そ
の
項
目
を
あ
げ
る
と
、｢

春
秋
給
料｣

｢

御

用
状
継
立｣

｢
昆
布｣

｢

生
鮑｣

｢

海
鼠｣

｢

生
数
子｣

等
で
あ
る
。
男
性
が

｢

春
秋
給

料｣
｢

昆
布｣

｢

生
鮑｣

｢

海
鼠｣

、
女
性
は

｢

生
数
子｣

が
主
要
な
稼
ぎ
と
な
っ
て
い

る
傾
向
が
あ
る
。｢

春
秋
給
料｣

と
は
、
春
の
ニ
シ
ン
漁
、
秋
の
サ
ケ
漁
の
稼
ぎ
で

の
給
料
と
考
え
ら
れ
、
安
政
四
年
一
〇
月
の
時
点
で
、[

表
２]

の
よ
う
な
基
準
に

な
っ
て
い
た

(

�)

。
ま
た
、
ヨ
イ
チ
場
所
の
場
合
、
春
秋
は
定
額
の
給
料
で
あ
る
が
、
夏

は

｢

自
分
稼｣

｢

自
分
商
売

(

�)｣

の
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、｢

昆
布｣

｢

生
鮑｣

｢

海
鼠｣

等
は
、｢

自
分
稼｣

の
稼
高
が
記
さ
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
女
性
の

｢

生
数
子｣

に
つ
い
て
も
、
な
か
に
は
二
〇
俵
近
く
も
稼
い
で
い
る

例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
定
額
給
料
で
は
な
く

｢

自
分
稼｣

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
稼
高
に
応
じ
て
歩
合
と
し
て
給
料
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、｢

春
秋
給
料｣

も
、｢

自
分
稼｣
も
含
め
て
、
ア
イ
ヌ
の

稼
ぎ
と
し
て
運
上
家
が
把
握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い

の
は
、
本
帳
簿
の
な
か
に
は
軽
物

(

熊
胆
、
鷲
羽
、
狐
皮
、
水
豹
皮
等)

や
細
工
物

(

間
切
鞘
、
半
月
盆
、
手
拭
掛
等)

が
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
生
産
活
動
は
、
典
型
的
な
ア
イ
ヌ
の

｢

自
分
稼｣

で
あ
っ
た
と
従
来
の
研
究
史
で

は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
本
帳
簿
に
は
一
切
出
て
こ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ

れ
ら
を

｢

蝦
夷

(

土
人)

勘
定｣

に
は
含
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
本
帳
簿
か
ら

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に

｢

差
引｣

の
部
分
を
見
て
お
こ
う
。
こ
こ
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら

｢

貸｣

と

｢

入｣

を
差
し
引
い
た
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
貸
付
高
と
稼
高
か
ら
計
算
し
た
差

引
高
と
、
帳
簿
に
差
引
高
と
し
て
示
さ
れ
る
数
値
を
比
較
す
る
と
、
概
ね
数
値
は
合

致
す
る
。
し
か
し
、
端
数
が
合
わ
な
か
っ
た
り
、
も
し
く
は
全
く
合
わ
な
い
例
も
あ

る
。
こ
れ
ら
は
手
書
き
で
あ
る
が
故
の
単
純
な
書
き
間
違
え
な
の
か
、
意
図
的
に
合

わ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か

(

作
為
的
に
運
上
家
が
ア
イ
ヌ
に
対
し
て
数
字
を

誤
魔
化
し
て
い
る
の
か)

は
、
現
時
点
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
概
ね
数
値
は
合
致
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
差
引
高
に
つ
い
て
は
、
大
半
は

｢

貸｣

よ
り
も

｢

入｣

の
方
が
額
が
多
い

の
で
、｢

差
引｣

に
余
剰
が
出
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を

｢

過｣

と
か

｢

過
上｣

と

表
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
な
か
に
は
稼
高
が
貸
付
高
を
満
た
し
て
い
な
い
例
も
あ

る
。
こ
れ
は

｢

不
足｣

｢

不
足
貸｣

｢

下
り｣

等
と
記
さ
れ
、｢

差
引
組
合
文｣

｢

組
合

差
引
文｣

等
と
並
記
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
こ
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
が
、
文
字

面
だ
け
で
解
釈
す
れ
ば
、
ア
イ
ヌ
同
士
の
相
互
扶
助
み
た
い
な
仕
組
み
が
あ
っ
た
、

も
し
く
は
運
上
家
が
不
足
分
を
補
填
す
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
、
と
解
釈
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

単
位
に
つ
い
て

本
帳
簿
で
は
、
基
本
的
に
米
と
銭
の
両
方
が
単
位
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
米

( ) 幕末蝦夷地の経営帳簿 ｢土人勘定差引帳｣ (東)157

表２ ｢役土人并雇土人給料書上｣

米八升入 20俵 ｢役土人之内春秋雇二
季給料夏ハ自分稼｣

上同 16俵 ｢春秋雇土人二季給料
御座候夏ハ自分稼｣

中同 10～14俵 ｢男前同断｣

下同 ７～９俵 ｢男右同断｣

飯焚セカツ ３～５俵 ｢但シ春斗｣

上女 ９俵 ｢女土人春秋二季給料
ニ御座候｣

中女 ７～８俵 ｢女右同断｣

下女 ５～６俵 ｢女右同断｣

米八升入 10～15俵 ｢セカツ鍛冶見習年中
給料ニ御座候｣

米八升入 ５～７俵 ｢役土人共手当｣
｢但シ雇不仕ものニ御
座候｣

※ ｢上同｣ ｢中同｣ ｢下同｣ は､ ｢役土人｣ で
はない ｢平土人｣ の男性アイヌであり､ 稼
ぎの度合いにより､ 上・中・下の３つに区
別された｡ ｢上女｣ ｢中女｣ ｢下女｣ は女性
アイヌである｡

Ⓒ2010 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



は
造
米

(

酒
造
米)

で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
社
会
で
は

｢

夷
俵｣

と
い
っ
て
、
一
俵
＝
八

升
入
の
も
の
を
用
い
て
い
た
。
こ
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
本
帳
簿
も
同
様
で
あ
る
。

造
米
の
単
位
と
し
て
は
、｢

俵｣
｢

わ｣
｢

升｣
｢

盃｣

の
四
つ
の
単
位
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
た
ま
に

｢

合｣

も
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
一
升
＝
一
〇
合
で
計
算
さ
れ
て

い
る
。

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
こ
の
四
つ
の
基
準
単
位
に
つ
い
て
、
一
俵
＝
四
わ
＝
八
升
＝

三
二
盃
で
計
算
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
省
略
す
る
が
、
こ
れ
は
帳
簿
の
数
値
か
ら

い
く
つ
か
サ
ン
プ
ル
を
取
り
出
し
て
導
き
出
し
た
レ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

｢

俵｣

と

｢

升｣

に
関
し
て
は
、
一
俵
＝
八
升
な
の
で
、
と
く
に
問
題
は
な
い
だ
ろ

う
。｢

わ｣

に
つ
い
て
は
、｢

把｣

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

問
題
は

｢

盃｣

で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
社
会
に
お
い
て
、
は
か
る
道
具
と
い
え
ば
、
ま

ず
は
カ
モ
カ
モ
が
思
い
浮
か
ぶ

(

�)

。
カ
モ
カ
モ
に
つ
い
て
は
、
幕
末
期
に
蝦
夷
地
を
調

査
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
松
浦
武
四
郎
の
記
録
に

｢

四
升
を
入
る
也
、
是
に
二
は
ゐ

と
し
て
一
俵
と
云
り
、
惣
而
勘
定
是
を
以
て
定
む｣

と
あ
る
(

�)
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
カ

モ
カ
モ
一
盃
は
、
一
わ
と
同
じ
に
な
る
。

他
に
、
寛
政
四
〜
五
年

(

一
七
九
二

九
三)

頃
の
記
録
で
あ
る
串
原
正
峯

｢

夷

諺
俗
話

(

�)｣

に
は
、｢

但
壱
盃
と
い
ふ
は
弐
合
五
勺
入
椀
に
て
斗
る
な
り｣
と
あ
る
。

こ
の
記
述
は
、
本
帳
簿
で
導
き
出
し
た
一
升
＝
一
〇
合
＝
四
盃
の
レ
ー
ト
に
合
致
す

る
。次

に
銭
換
算
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
一
俵
＝
五
六
〇
文
で

計
算
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
わ
＝
一
四
〇
文
、
一
升
＝
七
〇
文
、
一
盃
＝

一
七.
五
文
と
な
る
。
こ
の
レ
ー
ト
は
、
ヨ
イ
チ
場
所
以
外
の
他
の
地
域
と
比
べ
る

と
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
菊
池
勇
夫
氏
が
玉
虫
左
太
夫

『

入
北
記』

を
調
べ
た
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、｢

玄
米
一
升
の
値
段
は
一
升
五
六
文
の
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
六
〇
文
、

八
〇
文
の
と
こ
ろ
も
あ
る｣

と
の
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
そ
う
す
る
と
、
ヨ
イ
チ
場
所
は
、

他
の
地
域
に
比
べ
て
米
高
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
レ
ー
ト
を
導
き
出
し
た
う
え
で
、
改
め
て
帳
簿
の
数
字
に
注
目
し
て
み
る
と
、

運
上
家
が
ア
イ
ヌ
に
貸
し
付
け
て
い
る
品
物
の
値
段
、
ア
イ
ヌ
の
給
料
の
額
は
、
ど

れ
も

｢

俵｣
｢

わ｣
｢

升｣
｢

盃｣

で
算
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、｢

蝦
夷
勘
定｣

の
単
位
は
造
米
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

今
後
の
可
能
性

｢

土
人
勘
定
差
引
帳｣

を
こ
ま
か
く
分
析
す
る
だ
け
で
も
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
例
え
ば
、
稼
高
の
細
目
を
計
算
す
れ
ば
、｢

春
秋
給
料｣

以

外
の

｢

自
分
稼｣

は
、
全
収
入
の
ど
れ
ほ
ど
を
占
め
て
い
た
か
を
算
出
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
幸
い
な
こ
と
に
林
家
文
書
に
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
別
帳
や
幕
府
役
人
へ
の
提

出
書
類
な
ど
の
関
係
史
料
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
こ
う
し
た
記
述
と
合
わ
せ
て
考
え

る
こ
と
に
よ
り
、
本
帳
簿
の
内
容
を
よ
り
豊
か
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

例
え
ば
、
ア
イ
ヌ
の
人
別
帳
に
は
、
名
前
、
年
齢
、
性
別
、
家
族
構
成
、
身
分
、
居

住
村
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
帳
簿
に
は
人
名
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ

の
二
つ
の
史
料
を
合
わ
せ
る
と
、
ど
う
い
う
人
物
が
、
運
上
家
の
組
織
す
る
雇
用
労

働
に
従
事
し
て
い
た
の
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
帳
簿
に
は
一
七
〇
〜
一
八
〇
人
ほ
ど
の
ア
イ
ヌ
が
記
さ
れ
て
い
る
と
先
に
述
べ

た
が
、
こ
の
う
ち
人
別
帳
と
照
合
し
て
名
前
が
一
致
し
た
人
物
に
つ
い
て
分
析
す
る

と
、
男
性
が
約
九
〇
人
、
女
性
が
約
六
五
人
ほ
ど
は
確
認
で
き
る

(

�)

。
と
り
わ
け
男
性
、

女
性
に
偏
っ
た
帳
簿
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
使
い
方
に
よ
っ
て
、
帳
簿
は
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
秘
め
た
史
料

と
な
る
。
ア
イ
ヌ
個
人
の
勘
定
を
克
明
に
記
し
た
史
料
は
、
現
在
残
っ
て
い
る
蝦
夷

地
関
係
史
料
全
体
か
ら
見
て
も
、
き
わ
め
て
稀
少
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

同
じ
よ
う
な
形
態
の
帳
簿
が
新
た
に

｢

発
見｣

さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
イ
ヌ

社
会
の
研
究
が
大
き
く
進
展
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
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[
註]

(

�)
｢

土
人
勘
定
差
引
帳｣

(

北
海
道
開
拓
記
念
館
所
蔵
林
家
文
書
Ｂ

七
〇
、
収
蔵
番

号
一
五
四
〇
一
七)

。

(

�)

明
治
以
降
に
な
る
と
、
差
別
的
な
意
味
合
い
が
濃
く
な
っ
た
。
本
来
の
意
味
は
、

〝

そ
の
土
地
に
住
ん
で
い
る
人〟

で
あ
り
、
差
別
的
で
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、

近
年
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
児
島
恭
子

『

ア
イ
ヌ
民
族
史
の
研
究
―
蝦

夷
・
ア
イ
ヌ
観
の
歴
史
的
変
遷
―』

(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年)

。

(

	)

本
帳
簿
内
に
見
ら
れ
る
人
名
の
う
ち
、｢

カ
ン
ム
シ｣

、｢

濱
蔵｣

、｢

サ
ル
マ｣

、｢

チ

ン
ハ｣

、｢

ニ
マ
キ｣

、｢

ヘ
ソ
ラ
ン｣

、｢

ヨ
ハ
イ｣

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
名
前
が
二

名
分
見
ら
れ
る
。
ま
た
、｢

ヨ
コ｣
と

｢

横
蔵｣

、｢

タ
ヽ｣

と

｢

唯
吉｣

、｢

ア
ン
マ
イ｣

と

｢

庵
作｣

も
改
名
前
と
改
名
後
の
名
前
で
区
別
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
同
一
人
物

と
推
測
さ
れ
る
。

(


)

安
政
二
年

(

一
八
五
五)

の
蝦
夷
地
第
二
次
直
轄
以
降
、
幕
府
・
箱
館
奉
行
は
、

蝦
夷
地
全
域
を
対
象
に
、
ア
イ
ヌ
の
風
俗
改
変
、
日
本
名
化
政
策
を
推
進
し
た
。
ヨ

イ
チ
場
所
で
は
、
安
政
五
年
四
月
時
点
で
、
男
一
六
〇
人
、
女
一
三
五
人
の
計
二
九

五
人
が

｢

改
名
土
人｣

と
し
て
運
上
家
に
把
握
さ
れ
て
い
る

(｢
男
女
土
人
極
老
之
者

併
改
名
土
人
書
上｣

余
市
町
教
育
委
員
会
所
蔵
林
家
文
書
Ⅲ

五
五

一
八)

。

(

�)

ヨ
イ
チ
場
所
の
人
別
は
、
安
政
六
年
六
月
時
点
で
、
男
二
四
九
人
、
女
二
二
〇
人

の
計
四
六
九
人
で
あ
る

(｢

上
下
ヨ
イ
チ
御
場
所
土
人
人
別
書
上｣

余
市
町
教
育
委
員

会
所
蔵
林
家
文
書
Ⅲ

五
五

一
九)

。

(

�)

例
え
ば
、｢

御
場
所
諸
品
直
段
附
帳｣

(

北
海
道
開
拓
記
念
館
所
蔵
林
家
文
書
Ｂ

七
、
収
蔵
番
号
一
五
二
八
九
九)

や

｢

与
市
御
場
所
諸
書
上｣

(

北
海
道
開
拓
記
念
館

所
蔵
林
家
文
書
Ｂ

八
五
、
収
蔵
番
号
一
五
三
八
一
九)

等
。

(

)
｢

御
組
頭
安
間
純
之
進
様
東
西
蝦
夷
地
御
廻
浦
被
遊
御
手
附
御
調
役
下
役
増
井
市
蔵

様
江
右
簾
々
書
閉
込
壱
冊
書
上｣

(

北
海
道
開
拓
記
念
館
所
蔵
林
家
文
書
Ｂ

八
〇
、

収
蔵
番
号
一
五
三
八
七
五)

。

(

�)
｢

自
分
稼｣
｢

自
分
商
売｣

に
つ
い
て
は
、
谷
本
晃
久

｢

近
世
ア
イ
ヌ
の
出
稼
サ
イ

ク
ル
と
そ
の
成
立
過
程
―
西
蝦
夷
地

『

北
海
岸』

地
域
を
事
例
と
し
て
―｣

学
習
院

大
学
文
学
部

『

研
究
年
報』

第
四
五
号
、
一
九
九
九
年
、
同

｢

ア
イ
ヌ
の

『

自
分
稼』｣

菊
池
勇
夫
編

『

蝦
夷
島
と
北
方
世
界』

〈
日
本
の
時
代
史
一
九
〉
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
三
年)

。

(

�)

カ
モ
カ
モ
に
つ
い
て
は
、
舟
山
直
治

｢

ア
イ
ヌ
民
族
に
お
け
る
カ
モ
カ
モ
に
つ
い

て
―
本
州
産
漆
製
容
器
を
利
用
す
る
経
緯
と
そ
の
変
遷
―｣

(『｢

北
の
文
化
交
流
史
研

究
事
業｣

研
究
報
告』

北
海
道
開
拓
記
念
館
、
二
〇
〇
〇
年)

、
同

｢

カ
モ
カ
モ
の
形

態
と
利
用
か
ら
み
た
ア
イ
ヌ
民
族
と
和
人
の
交
易
と
物
質
文
化｣

(

氏
家
等
編

『

ア
イ

ヌ
文
化
と
北
海
道
の
中
世
社
会』

北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
六
年)

。

(

�)

松
浦
武
四
郎

｢

蝦
夷
訓
蒙
図
彙｣

(

松
浦
武
四
郎
著
、
秋
葉
實
翻
刻
・
編

『

松
浦
武

四
郎
選
集
二

蝦
夷
訓
蒙
図
彙

蝦
夷
山
海
名
産
図
会』

北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
七
年)

。

(

�)

串
原
正
峯

｢

夷
諺
俗
話｣

(『

日
本
庶
民
生
活
資
料
集
成』

第
四
巻
、
三
一
書
房
、

一
九
七
一
年)

。

(

�)

菊
池
勇
夫

｢

カ
モ
カ
モ(

鴨
々)

に
つ
い
て
―
コ
ト
か
ら
モ
ノ
へ
の
関
心
―｣

『

非
文

字
資
料
研
究』

№
八

(

神
奈
川
大
学
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム

｢

人
類
文
化
研

究
の
た
め
の
非
文
字
資
料
の
体
系
化｣

推
進
会
議
、
二
〇
〇
五
年)

。

(

�)
｢

上
下
与
一
御
場
所
土
人
人
別
書
上｣

(

北
海
道
開
拓
記
念
館
所
蔵
林
家
文
書
Ｂ

二
二
、
収
蔵
番
号
一
五
三
九
五
〇)

と
の
照
合
に
よ
る
。

( ) 幕末蝦夷地の経営帳簿 ｢土人勘定差引帳｣ (東)159
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写真１ ｢土人勘定差引帳｣ の外観

写真２ イタキサン巳年 (安政４年) の例 (前半)

写真３ イタキサン巳年 (安政４年) の例 (後半)
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