
豊 富 遺 跡 の 遠 景

夫利場大

一

先
史
時
代

の
人

々
は
、
自
然
物
採
集

に
よ

っ

て
食
生
活
を
満

た
し
て
い
る
の
が

普

通

で

あ

る
。

こ
と
の
ほ
か
自
然
環
境

に
恵
ま
れ

て
い
た

北
海
道

の
先
住
民
族

に
と

っ
て
の
食
生
活

は
、

な
ん

の
心
配
も
な

い
ほ
ど
海
幸
、
山
幸

に
恵
ま

れ
て
い
た
こ
と
と
考
え
ら
れ

る
。
先
住
民
族
が

住
居

を
設
定
す

る
場
所
は
、
い
う
ま

で
も
な
く

食

料
を
比
較
的
容
易
に
獲
得

で
き

る
こ
と
が
条

件
と
な
る
が
、
そ
れ

に
加
え
て
真
水
が
え
ら
れ

る
こ
と
、
日
当
り
が
良

い
こ
と
、丘
陵
上

で
水
害

を
さ
け
う

る
と

こ
ろ
、
と
い

っ
た
と

こ
ろ
が
選

ば

れ
る
。
現
在
、
先
住
民
族

の
遺
跡
が
残
存
し

て
い
る
場
所

に
立

っ
て
見
る
と
、

一
応

こ
う
し

た
条
件
が
満
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
わ
れ

わ
れ
が
別

荘
で
も

つ
く

る
と
す
れ
ば

、
必
ず
選
ば

れ

る
だ

ろ
う

と
思
う
場
所

で
あ
る
。
北
海
道

の
全

域

に
わ
た

っ
て
先
住
民
族

の
遺
跡

の
分
布
を
調
べ

て
み
て
も
、
そ
の
多
く

は
内
陸
地
帯

で
は
な
く
、

海
岸
線

、
河
川

に
沿

っ
て
残
さ
れ
て
い
る
の
も
、

こ
う
し
た
理
由

に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

北
海
道

の
開
発
が
本
州

に
比
べ
て
遅
れ

て
い
た

こ
と
が
幸

い
し
、
太
古

の
ま
ま
の
姿

で
遺
跡
が
残

り
、
地
域

に
よ

っ
て
は
数
百
軒

が
同

一
地
点

に
見

ら
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。
そ

の
意
味

で
は

北
海
道

は
遺
跡

の
豊
庫
で
、
考
古
学
者

に
と

っ
て

は
な
ん
と
幸

せ
な

こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。

い
つ
ま

で
も
こ
う
し

た
状
態

で
あ

っ
て
欲
し

い
と
願
う

の

は
、
私
だ
け

で
は
あ
る
ま
い
。

今
日
ま
で
大
方

の
研
究
者

の
目
は
、
当
然
な
が

ら
大
遺
跡

の
存
在
す

る
地
域

に
向
け

ら
れ

て
き

た

の
で
、
そ
の
研
究
成
果
も
ま
た
道
東
部

に
傾
い
て

い
た
が
、
北
海
道

の
先
史
文
化

の
全
貌
を
知
る
た

め
に
は
必
ず
し
も
好
ま
し
い
こ
と

で
は
な
く
、
遣

跡

が
稀
薄
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
日
本
海
沿
岸
地
域

の
探
索
も
ぜ

ひ
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
態

に

あ

っ
た
。
日
本
海
沿
岸
で
遺
跡
が
発
見
さ
れ
な
か

っ
た
理
由

は
、
遺
跡
の
分
布
が
す
く
な

い
と
い
う

先
入
観
が
主
な
理
由
に
な
る
が
、
そ

の
ほ
か
で
は

日
本
海
沿
岸

は
海
水

の
浸
蝕

で
海
岸
線
が
次
第

に

削
ら
れ
、

か

つ
て
の
遺
跡
が
海
没
す

る
か
、
ま
た

は

こ
れ

に
近

い
状
態

に
あ
る
の
で
発
見
し
に
く
い
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こ
と
、

日
本
海
沿
岸
は
近
年

ま
で
交
通
が
不
便

な

た
め
、
海
岸
線

の
探
検
が
し

に
く

か

っ
た

こ
と
な

ど
が
あ
げ

ら
れ
る
。
こ
と
に
サ

ロ
ベ
ツ
原
野
に

つ

い
て
は
、

こ
こ
は
湿
地
で
内
陸

か
ら
海
岸
線

へ
の

道

は
閉

さ
れ

て
い
た
と

い
う
事
情
が
あ

る
。

こ
う
し

た
中
で
昭
和

二
十

七
年
、
当
時
、
札
幌

西
高
等
学
校
郷
土
研
究
部

の
生
徒

で
あ

っ
た
豊

田

英
彦

・
近

田
正
人
の
両

君
が
、

サ

ロ
ベ
ツ
原
野
の

奥

の
豊
富
町
豊
里
で
竪
穴
遺
跡
を

発

見

し

て
試

掘
し
、
資
料
を
河
野
広
道
博
士

の
許

に
持

参
し
た

の
で
あ

る
が
、
こ
れ
が
き

っ
か
け

に
な

っ
て
に
わ

か
に
日
本
海
沿
岸
地
域
、

こ
と
に
サ

#
ベ
ツ
原

野

の
遺
跡
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

二

私
が
豊
富
遺
跡

の
調
査

を
志

し
た
の
は
昭
和
三

十
年

の
年

で
あ
る
。
豊
富
集

団
開
拓
部
落

の
農
業

指
導
者

で
あ

っ
た
松
川

五
郎
氏
が
、
開
発
事
業

の

進
展

に
伴

っ
て
本
地
域

の
遺
跡

が
破
壊
さ
れ
る
こ

と
を
気
使

い
、
早
い
機
会

に
調
査
を
行
う
べ
き

こ

と
を
書
簡

で
強
く
私

に
要
望

さ
れ

た
の
で
あ
る
。

松
川
さ

ん
は
大
正
年
間

に
北
海
道
大
学
農
学
部
を

出
ら
れ

た
方

で
、
卒
業
後
満
州
開
拓
移
民

の
幹
部

を
な

さ
れ
、
終
戦
後
満
州

で
生
き
残

っ
た
移
民
の

方

々
と
共
に
不
毛

の
サ

ロ
ベ

ツ
原

野
に
入
地
し
、

そ
れ

ら
の
人

々
の
再
起

の
た
め
に

一
家
を
あ
げ

て

農
業
指
導

に
当

っ
て
お
ら
れ

た
方

で
あ

る
。
松
川

さ
ん
の
説
得

に
動
か
さ
れ
私

は
現

地
を
訪
ね
豊

里

地

区
の
視
察
を
行
い
、
三
十

二
年

に
改

め
て
遺
跡

の
調
査
を
十

日
間
行

っ
た
の
で
あ
る
。

竪
穴
遺
跡

が
存
在
し

て
い
る
地
点

は
、
広

大
な

サ

ロ
ベ
ツ
湿
地
帯

と
日
本
海
砂
丘
と
に
狭

ま
れ

た

海
岸
寄
り

の
細

長
い
丘
陵
地
帯
で
、
そ
の
終
端
部

に
当

り
サ

ロ
ベ
ツ
川

に
対
し
舌
状

に
突
出
し

た
、

標
高

わ
ず

か
三
〇

m
ほ
ど

の
小
丘
陵

地

帯

で

あ

る
。
こ
こ
に
は
十
数
軒

の
竪
穴
が
聚
落

を
な

し
て

残

っ
て
い
る
が
、
私
ど
も
は
そ
の
中

の
五
軒

に

つ

い
て
発

掘
を
行

っ
た
の
で
あ
る
。

竪

穴
の
外
見

は
直
径
五

m
前
後

の
円
形

で
、
五

〇

m
ほ
ど
の
凹

み
に
な

っ
て
い
る
の
で
誰

の
目

に

も
そ
れ

と
気
づ
く

の
で
あ
る
。
調
査

の
結
果

は
全

さ
つ
も
ん

例
擦
文
文
化
期

の
も

の
で
、
発
掘
後

の
竪
穴

の
実

体
は

一
辺

の
長
さ
が
六

m
ほ
ど
で
隅
円
矩
形

の
輪

郭

を
有

し
、
壁
面

は
九
〇
度

に
近

い
傾
斜
を
有
し

て
お
り
、
竪
穴
内
部

の
床
の
広
さ

は
二
五
平
方

m

ほ
ど
で
粘
土
を
敷

い
て
い
る
。
崩
れ
落
ち

て
い
た

が

一
壁
面

に
は
粘
土
で
固

め
た
、
長
さ
、
幅
、
高

さ
が
各

々
五
〇

㎝
ほ
ど
の
窯
が
あ

っ
て
、
そ
の
奥

に
煙
道
が

つ
く
ら
れ
、
地
上
に
煙
が
排
出
さ
れ
る

よ
う

に

つ
く
ら
れ
て
い
た
。
窯
と
は
別

に
床

の
ほ

ぼ
中
央

に
は
長
径
二
〇

㎝
前
後

の
小
範

囲

に
赤
変

し
た
土
、
す
な
わ
ち
炉
祉
が
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら

く
窯

は
女
性

の
調
理

の
場
で
あ
り
同
時

に
室

内
の

暖
房

の
使
命
を
果
た
し
た
も

の
で
、
炉
は
男
性

の

座
で
あ

っ
た
よ
う

に
考
え
ら
れ

る
。
床
面

の
ほ
ぼ

中
央
部
と
四
隅

に
直
径
二
〇
～
三
〇

㎝
の
柱
穴
が

見

ら
れ

る
。
柱

は
い
う

ま
で
も
な
く
竪
穴

の
屋

根

を
支
え

る
基
本
に
な
る
骨
組

み
で
あ
る
が
、
丸
木

を
床

に
さ
し

こ
ん
だ
跡
が
、
年
代
を
経
て
腐
蝕
し

黒
変
し

て
い
る
の
で

一
目
で
わ

か
る
の
で
あ
る
。

竪
穴

の
壁

の

一
側

に
は
階
段
状

の
土
盛
り
が
施
さ

れ

て
い
た
が
、
こ
こ
は
出

入
口
に
使
わ
れ
た
と

こ

ろ
で
あ
ろ
う
。

・
内
部

か
ら
発
見
し
た
遺
物

は
.、
土

器
、

土

製

品
、
金
属
器
そ
れ

に
炭

化
物

な
ど
で
あ
る
。
土
器

さ
つ
も
ん

は
素
焼

で
専
門
語
で
擦
文

式
と
命
名
さ
れ
て
い
る

も

の
で
あ

る
。
主
と
し
て
深
鉢

、
浅
鉢

の
類

で
あ

豊里遺跡竪穴内部の状況
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る
。
深
鉢

の
高

さ
は

一
五
～

二
〇

㎝
前
後

で
、
器

面

に
は
整
調
痕

で
あ

る
擦
痕
が
顕
著

に
残

っ
て
い

る
の
が
特
徴
な

の
で
そ

の
名
が
生
ま
れ

た
の
で
あ

る
。
文
様

と
し
て
刻
線
文

を
頸

部
や
体
部

に
交
叉

し

て
施
す
も

の
が
多

い
。
土
製

品
は
直
径

七

㎝
前

後

の
円
盤
形

の
紡
錘
車
で
あ
る
。

こ
れ

は
い
う
ま

で
も
な
く
糸
を
紬
ぐ
車
で
、
中
央

の
円
孔

に
棒
を

挿
し

こ
み
糸
を
絡
ま
せ
る
道
具

で
あ

る
。
ま
た
金

属

器
は
全
例
鉄
製

品
で
あ
る
が
、
土
中

で
腐
蝕

の

度
合

い
が
強
く
完
形
品
は
な
い
が
、
推
定

四
〇

㎝

前
後

の
長

さ
の
小
刀
、
三
〇

㎝
前
後

と
思
わ
れ

る

刀
子
、
長
さ

一
〇

㎝
、
幅
五

㎝
ほ
ど
の
袋
柄
斧
な

ど

で
、
竪
穴

の
人

々
は
利
器

は
石
器
を
使
わ
ず
す

で
に
鉄
器
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ

る
。
な
お
前
述
し
た
札
幌
西
高

の
諸
君

は
、
先
に

本
遺
跡

の
試
掘

で
毛
抜
形

大

刀

一
振
、

直

刀
四

振
、
袋
柄
斧

一
ヶ
、
魚
突
鉤
な
ど
を
発
見
し
て
い

る
。
ま
た
竪
穴
内
部
で
火
災
が
あ

っ
た
ら
し
く
、

炭

化
し
た
繊
維

製
品
と
農
作
物

の
種

子
と
思

わ
れ

る
も
の
も
発
見

し
て
い
る
。

調
査

の
結
果

か
ら
本
遺
跡
の
形
成
年
代

は
、
北

海
道

の
先
史
文

化
の
中

で
も
終
末

に
近
い
、
お
よ

さ
つ
も
ん

そ
十

世
紀
前
後

の
年
代

の
擦
文
文

化
期

の
も

の
で

ま
だ

竪
穴

生
活

を
行

い
土
器
を
使

っ
て
い
る
が
、

利
器
は
す
で
に
石
器
を
捨

て
て
鉄
器

を
使
用

し
、

漁

携
や
狩
猟

を
行
う

と
同
時

に
小
規

模
な
が
ら
農

作
物

の
栽

培
を
行

っ
て
生
活
し
、
ま
た
糸
を
紬

い

で
着
物

を

つ
く

っ
て
い
た
。
と

い

っ
た
生
活
の
実

態
が
判
明
し
、
十
世
紀
前
後

の
年
代

の
先
住
民
族

の
生
活
様
式
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が

で
き
た

の

で
あ
る
。

豊
里
遺
跡

で
の
調
査

の
第

一
日
は
、
電
灯
も
な

い
開
拓
村

の
日
下
部

巳
蔵
さ
ん

の
お
宅

に

一
泊
さ

せ
て
い
た
だ

い
た
が
、
翌

日
か
ら
は
当
時
、
北
海

道
開
発
庁
技
官

・
吉

田
恵
治
氏

(現
在

・
北
海
道

開
発
局
土
木
試
験
所
第
四
研
究
部
長
)

の
厚
意

で

一
行

の
私
と
竹
内
淳

二
君

(
現
在
、
釧
路
高
専
事

務
官
)
は
、
サ

ロ
ベ
ツ
泥
炭
地
開
発
試
験
場
内

に

お
世
話

に
な
り
、
食
事

は
豊
里
保
育
所
保
母

・
松

川
安
子
さ
ん

(
松
川
五
郎
氏
令

嬢
、
後

に
吉
田
恵

治
氏
夫
人
)

に
お
世
話
を

い
た
だ

い
た
。

開
拓
村

の
人

々
は
満
州
開
拓
集
団
移
民
と
し
て

渡
満

し
、
戦
争

の
惨
禍

に
遭

遇
し
妻
子
を
失

い
、

わ
ず

か
に
生
き
残

っ
て
本
国
に
引
揚
げ
な
が
ら
、

も
と
も
と
農
家

の
二
男
、
三
男
で
故
郷

に
も
戻
れ

な
い
立
場

で
、
新
た
な
生
活
の
活
路
を
求

め
て
こ

の
地

に
入
地
し
た
人
達

で
あ
る
。
当
時
、
農
業

に

は
不
適
な
不
毛

の
地
サ

ロ
ベ
ツ
湿
原
で
困

苦
欠
乏

に
堪
え
な
が
ら
、
た
だ
黙

々
と
血

の
滲
む

よ
う

な

思

い
で
開
墾

に
打

ち
こ
ん
で
い
る
部
落

の
方

々
の

姿
を
見

て
、
私
は
人

間

の
生
き

る
姿

の
尊

さ
を
し

み
じ

み
と
感
じ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
も
増

し

て

一
家
を
あ
げ
て
開
拓
地
で
農
作
物
増
収

の
指
導

に
当

っ
て
お
ら
れ
る
慈
父
の
よ
う
な
松
川
先
生
の

輝

い
た
お
姿
、
作
業

の
妨
げ
に
な
ら

ぬ
よ
う
幼

い

子
供
達

を
家
毎

に
集
め

て
、
終

日
お
守
り
を
し

て

豊富遺跡の擦文式土器

く
れ

て
い
る
慈
母
の
よ
う
な
若

い
女
性

の
優
し
い

姿

、
そ
の
尊
さ

に
た
だ

頭
の
下
が

る
思

い
で
あ

っ

た
。
人
知
れ

ぬ
場
所
で
、
人

の
知
ら
な

い
尊
い
仕

事

を
何
げ
な
く
行

い
、
人

に
も
知
ら
れ
ず
、
そ
し

て
知

ら
れ

よ
う
と
も
し
な
い
、
松
川
先
生
ご

一
家

の
真
に
人
間
的
な
魅
力
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た
の

で
あ
る
。
開
拓
村

の
人

々
も

二
十
年
を
経
た
今
日

で
は
、
皆
さ
ん
成
功
さ
れ

た
と
聞

い
て
い
る
。
年

賀
状

に
よ
る
と
、
子
供

さ
ん
方
も
成
長
し

て
結
婚

し
た
と
い

っ
た
便
り
を
も
ら
い
、
当
時
を
偲
ん
で

懐
し
く
感
慨

一
入

で
あ
る
。

三

豊

里
遺
跡

の
南
方

に
位
置
す

る
幌
延
町

の
遣
跡

を
は
じ
め
て
視
察
し
た

の
は
、
昭
和
四
十

二
年
で
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あ

っ
た

よ
う

に
思
わ
れ
る
。
あ

る
日
突
然
、
北
大

農
学
部
附
属
天
塩
演
習
林
長

の
滝
川
貞
夫

氏
が
私

の
研
究
室
を
訪
ね

て
こ
ら
れ

た
。
お
話
し
に
よ
る

と
幌
延
町

で
町
史
を
編
集
中
で
、
同
氏
も
編
集
委

員
を
や

っ
て
お
り
、
町
史
に
古
代
史
を
入
れ
た
い

の
で
、
ぜ

ひ
執
筆
し

て
欲
し
い

と

の

こ
と

で

あ

る
。
私
と

し
て
は
ま
だ
実
見

し
て
い
な
い
地
域

を

視
察
す

る
こ
と
は
大
変
有
難

い
こ
と
な

の
で
早
速

承
知
し
、
同
年
、
幌
延
町
役
場
を
訪
ね
、
町

史
編

集
室

の
加
藤
良
美
氏

の
案

内
で
下
沼
、
下
サ

官
ベ

ツ
、
浜

里
を
廻
る
こ
と

に
し
た
。
考
え

て
い
た
よ

う

に
海
岸

か
ら

の
路

は
、
湿
地
帯

に
障
げ
ら
れ
て

車

で
は
突
破

す
る
こ
と
が
で
き

な
か

っ
た

の
で
、

充
分

な
視
察

に
は
な
ら
な

か
っ
た
の
が
残
念

で
あ豊富遺跡の鉄製品

る
。本

地
の
遺
跡

に
つ
い
て
は
試
掘
も
行
わ
な
か

っ

た

の
で
、
現
状
報
告
程
度

に
留

め
た
の
で
あ
る
が

浜
里
小
中
学
校
所
蔵

の
資
料
で
は
、
豊
富
遺
跡

と

同
様

に
擦
文
式
土
器
が
大
多
数
を
占

め
て
い
た
。

し
か
し
そ

の
他

に
オ
ホ
ー

ツ
ク
式
土
器
も
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
知
り
、
本

地
に
や

っ
て
来
た
甲
斐

が
あ

っ
た
こ
と
を
喜

こ
ん
だ

の
で
あ

る
。

オ
ホ
ー

ツ
ク
式
土
器
と
は
擦
文
文

化
期

に
、
主
と
し
て
道

東
部

オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
部
に
盛
行
し
た

オ
ホ
ー

ツ
ク
文
化

の
人

々
が
使

用
し
た
土
器

で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
本
地
帯

に
も

オ
ホ
ー

ツ
ク
文
化
を
所

有
し
た
人

々
が
居
住
し

て
い
た
こ
と
を

示
す
も

の

で
あ

る
。

浜
里
小
中
学
校

の
教
官

の
話
し

に
よ
れ
ば
、
す

で
に
三
十

九
年

に
早
稲
田
大
学

の
桜

井
清
彦
教
授

が
調
査
を
行

っ
た
ら
し

い
。
そ
れ
を
見
学
し
た
教

官

に
よ
れ
ば
、
浜
里

に
存
在
す
る
竪
穴

は
輪
郭
は

四
角
形
を
な
し
、

一
辺

の
長
さ
が
五

m
前
後

で
、

内
部

に
は
遺
物

の
包
含
が
す
く
な
か

っ
た
。
壁
面

の

一
側

に
窯
が

つ
く
ら
れ

て
お
り
、
出
入
口
は
海

と
は
反
対

側
に
あ

っ
た
。
と
語

っ
て
い
る
こ
と

か

ら
推
察
す
れ
ば
、

こ
の
遺
跡
も
擦
文
文

化
期

に
形

成

さ
れ
た
竪
穴
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。

そ
の
後
、
四
十
五
年

に
札
幌
大
学

の
石
附
喜
三

男
助
教
授
が
浜
里
地
区
を
視
察
し
た
が
、
同
氏

に

よ
れ
ば
海
岸
線

に
沿

っ
て
延

々
六
㎞

に
わ
た

っ
て

竪
穴
住
居
肚
が
分
布

し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て

い
る
。
お
そ
ら
く
本
地
域

に
は
擦
文
文

化
期

の
大

規
模
な
遺
跡
が
存
在
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ

る

が
、

一
見
住

み
に
く
そ
う

に
見
え
る

こ
の
地
に
、

ど
う
し

て
大
規
模
な
遺
跡
が
残
存
し

て
い
る
の
か

理
解
し

に
く

い
こ
と
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
の
機
会

に
か
そ

の
真
実

の
意
義
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

四

サ

ロ
ベ
ツ
に
は
私
が
見
聞
し
た
豊

富
遺
跡

や
幌

延
遺
跡

の
ほ
か
に
も
、
な
お
多

く
の
遺
跡
が
存
在

し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
豊

富
町
豊

里
で

は
私
が
調
査

し
た
遺
跡
の
ほ
か
に
、
海
岸
寄
り
の

段
丘
上
に
は

一
辺

の
長
さ
十
数

m
で
、
深
さ
も
二

m
以
上
の
非
常

の
大
型
の
竪
穴
遺
構
が
あ
る
こ
と

を
見

て
お
り
、
今
後

の
調
査

の
次
第

で
は
思

い
も

よ
ら
ぬ
年
代

や
系
統

の
遺
跡
が
発
見
さ
れ

る
か
も

知
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
将
来

の
研
究

に
待

つ

よ
り
ほ
か
に
な
い
。私

の
見
聞

の
範
囲

で
は
、
サ
ロ

ベ
ツ
に
は
先
史
文
化

の
中

で
も
比
較
的
年
代

の
新

し

い
擦
文
文

化
期

に
形
成
さ
れ

た
も

の
が
多
く
、

ア
イ

ヌ
民
族

と
直
接
関
連
の
あ

る
年
代

の
遺
跡
が

主
体
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
た
。

丘

に
登
る
と
睨
下

に
は
、
広
漠

た
る
サ

ロ
ベ

ツ

原
野
と
、
荒

涼
た
る
日
本
海

の
波
涛
が
展
開
さ
れ

る
。
か

つ
て
湿
原

に
白
鳥
を
追

い
、
荒
海

に
魚
族

を
求

め

て
活
躍
し
た
だ
ろ
う

先
住

民
族

の
、
秘
め

ら
れ
た

ロ

マ
ソ
の
世
界
が
心
に
映

り
、
古
代

へ
の

郷
愁
を
感
ず
る
の
で
あ

っ
た
。

(札
幌
商
科
大
学
)
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