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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
ア
イ
ヌ
・
女
性
・
口
承
文
芸

女
性
の
語
り
の
妙

―
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
（
神
謡
）の
問
題
―

荻 

原　

眞 

子　

 

Ⅰ　

カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
の
豊
穣
性

　

ア
イ
ヌ
の
口
承
文
芸
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
神
謡
の
な
か
で
、

日
高
地
方
を
中
心
に
採
録
さ
れ
て
い
る
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
は
基
本
的
に
は
女

性
の
語
り
に
属
す
る
。
こ
れ
は
サ
ケ
ヘ
（
リ
フ
レ
イ
ン
）
を
特
徴
と
し
、

一
人
称
で
謡
わ
れ
る
比
較
的
短
い
説
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
テ
ー
マ

や
内
容
は
非
常
に
多
岐
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
大
き
な
ま
と
ま
り

を
な
し
て
い
る
の
は
動
物
神
（
カ
ム
イ
）
が
謡
う
神
謡
で
あ
る
［
荻
原

1996:394

―477] （
１
）。（

以
下
、
神
謡
と
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
は
同
義
で
あ
る
。）
そ

の
も
っ
と
も
典
型
的
な
神
謡
は
、
動
物
・
カ
ム
イ
と
人
間
・
ア
イ
ヌ
社
会

と
の
関
係
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
次
い
で
特
徴
的
な
の
は
恋
愛
や
婚
姻

を
謡
っ
た
神
謡
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
女
性
を
主
人
公
と
す
る
叙
事
詩
を
踏

ま
え
て
生
み
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

類
の
神
謡
が
成
り
立
っ
た
背
景
を
推
測
す
る
な
ら
、
明
ら
か
に
女
性
の
語

り
が
も
つ
無
限
の
可
能
性
に
思
い
当
た
る
。
つ
ま
り
、
神
謡
の
要
件
で
あ

る
サ
ケ
へ
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
を
挿
入
し
、
一
人
称
で
謡
う
な
ら
、
ど
の

よ
う
な
素
材
も
神
謡
の
形
式
を
と
り
得
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
ア
イ
ヌ

の
口
承
文
芸
の
豊
穣
さ
の
一
端
は
女
性
の
語
り
に
帰
せ
ら
れ
る
と
云
っ
て

も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
Ⅱ　

人
間
が
叙
述
主
体
の
「
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
」

　

さ
て
、
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
は
、
基
本
的
に
カ
ム
イ
、
す
な
わ
ち
、
自
然
の

存
在
（
鳥
獣
や
魚
、
昆
虫
な
ど
陸
海
の
生
き
も
の
、
風
や
雷
、
樹
木
や
水

な
ど
）
に
よ
る
一
人
称
叙
述
を
特
徴
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
叙
述
主

体
が
そ
の
他
の
存
在
で
あ
る
場
合
、
叙
述
主
体
が
不
明
瞭
で
あ
る
場
合
も

少
な
か
ら
ず
あ
る
。
久
保
寺
逸
彦
著
『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩　

神
謡
・
聖
伝
の

研
究
』
に
は
一
〇
六
篇
の
神
謡
（K

am
ui-yukar

）
と
十
八
篇
の
聖
伝

（O
ina

）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
神
謡
の
う
ち
、
叙
述
主
体
が
動
物
で
あ

る
の
は
六
十
二
篇
、
守
護
神
な
ど
が
十
篇
、
人
工
物
三
篇
、
人
間
十
三
篇
、

子
守
歌
三
篇
の
他
、
自
叙
神
不
詳
が
七
篇
あ
る（

２
）。

　

ア
イ
ヌ
語
の
カ
ム
イ
に
は
和
語
の
「
神
」
が
当
て
ら
れ
て
お
り（

３
）、

そ
の

用
例
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
叙
述
主
体
と
し
て
人
間
が
登
場
す
る
例
で

は
、
人
間
は
カ
ム
イ
で
は
あ
り
得
な
い
。
人
間
が
叙
述
す
る
「
カ
ム
イ
ユ

カ
ラ
」
と
い
う
相
矛
盾
す
る
奇
妙
な
説
話
は
如
何
に
し
て
生
ま
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

Ⅲ　

少
年
の
自
叙

　
『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩　

神
謡
・
聖
伝
の
研
究
』
に
は
、
人
間
が
叙
述
主
体

の
例
と
し
て
、
少
年
が
三
篇
、
女
が
五
篇
、
染

し
び
ち
ゃ
り

退
人
な
ど
が
五
篇
あ
る
。
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神
謡
八
十
七
で
は
、
サ
ケ
へH

ari w
a ō

を
伴
っ
て
少
年
が
「
私
は
父
親

に
育
て
ら
れ
て
い
る
」
と
語
り
だ
す
。

　

あ
る
と
き
一
人
海
へ
で
か
け
、
波
の
上
に
浮
び
出
て
き
た
美
し
い
女

の
悲
壮
な
歌
を
聞
く
。
そ
れ
は
「
私
は
ま
た
な
き
首
領
の
夫
と
暮
し
て

い
た
が
、
魔
神
が
夫
に
魅
入
り
、
夫
が
私
を
伴
っ
て
浜
辺
へ
出
た
と
き

に
、
夫
は
私
を
抱
き
か
か
え
て
波
の
上
に
投
げ
捨
て
た
の
で
、
私
は
死

ん
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
父
親
は
、
翌
朝
、
息

子
と
浜
へ
行
き
、
波
を
領
す
る
神
に
妻
を
返
し
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
す

る
。
女
が
波
の
上
に
出
て
く
る
と
、
父
親
は
海
に
飛
び
込
ん
で
、
女
を

抱
き
か
か
え
て
引
き
返
し
、
家
に
帰
っ
て
、
蘇
生
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
、

「
そ
れ
か
ら
後
は
い
つ
も
変
わ
り
な
く
日
を
送
っ
て
い
る
」
と
結
ぶ
。

　

こ
の
神
謡
の
テ
ー
マ
は
何
か
の
魔
神
に
魅
入
ら
れ
、
人
間
が
自
分
の
意

思
の
埒
外
で
思
い
も
か
け
な
い
行
動
に
走
り
、
そ
の
た
め
に
苦
悶
懊
悩
す

る
と
い
う
こ
と
に
あ
る（

４
）。

そ
し
て
、
海
中
に
最
愛
の
者
を
投
ず
る
と
い
う

モ
チ
ー
フ
は
神
謡
九
十
八
「
メ
ナ
シ
の
女
の
自
叙
」（
サ
ケ
へ H

au w
a 

hau

）、
神
謡
九
十
九
「
染

し
び
ち
ゃ
り

退
人
の
自
叙
」（
サ
ケ
ヘ N

o-o-u

）
の
他
、

幌
別
の
昔
話
と
し
て
の
「
ア
ー
オ
ロ
ン
」［
金
田
一　

1942:132

―137
］

に
も
あ
る（

５
）。

そ
の
根
底
に
は
娘
を
海
神
に
捧
げ
て
、
海
幸
や
航
海
の
安
全

を
願
う
と
い
う
北
方
諸
民
族
に
も
共
通
す
る
観
念
を
見
て
と
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
広
が
り
は
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
「
セ
ド
ナ
」
説
話
に
も
及
ぶ
。

　

テ
ー
マ
と
し
て
特
異
な
例
は
神
謡
八
十
八
（
サ
ケ
へ R

ukaninka 
huw

ō

）
の
少
年
の
自
叙
で
あ
る
。「
大
き
な
仆
れ
樹
の
下
陰
に
私
は
付

着
し
て
い
た
」
と
謡
い
は
じ
め
る
少
年
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
長
き
に
渉
る
も

の
か
、
そ
の
身
体
に
は
蘚
苔
や
蕈

き
の
こが

生
え
て
い
る
。
そ
こ
へ
女
が
や
っ
て

き
て
、
少
年
に
、
そ
の
場
か
ら
の
脱
出
方
法
を
教
え
る
。
そ
の
言
葉
通
り

に
少
年
は
父
親
の
も
と
へ
帰
り
、
そ
の
後
の
人
生
を
全
う
す
る
と
い
う
内

容
で
あ
る
。
女
は
少
年
の
母
親
の
死
霊
で
、
事
の
次
第
は
、

　

死
ん
で
か
ら
気
が
つ
い
て
み
れ
ば
、「
木
原
の
魔
女
が
私
の
幸
福

を
妬
ん
で
、
お
前
を
こ
の
仆
れ
樹
の
下
に
隠
し
た
」
の
だ
と
云
う
。

　

神
謡
八
十
九
（
サ
ケ
ヘ H

ore e ie i

）
は
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
子
供

は
木
の
洞
に
隠
さ
れ
、
そ
こ
で
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
母
親
が

見
つ
け
る
。
こ
の
二
つ
の
神
謡
に
つ
い
て
は
心
情
的
に
い
ろ
い
ろ
な
解
釈

が
あ
り
得
よ
う
が
、
あ
た
か
も
蓑
虫
の
よ
う
に
人
間
が
何
か
に
被
覆
さ
れ

る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
や
は
り
ア
ム
ー
ル
ラ
ン
ド
の
諸
民
族
の
口
承
文

芸
で
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

Ⅳ　

女
の
自
叙

　

神
謡
九
十
（
サ
ケ
ヘ H

unna aō

）
で
は
、
雷
神
と
結
婚
し
た
女
が
、

天
へ
去
っ
た
夫
と
の
惜
別
を
嘆
き
暮
ら
し
、
六
年
（
の
喪
）
が
過
ぎ
て

新
た
に
結
婚
を
し
た
と
い
う
身
上
を
語
る
。
神
謡
九
十
一
（
サ
ケ
へ N

ō 
ou

）
は
、
山
へ
薪
を
伐
り
に
行
っ
た
女
が
美
貌
の
男
（
妖
怪
）
と
互
い
に

頭
や
胸
を
切
り
裂
き
、
血
を
呑
み
あ
っ
て
発
狂
し
た
次
第
を
語
る
短
い
も

の
で
あ
る
。
神
謡
九
十
二
（
サ
ケ
へ Rukaninka huō, rukaninka

）

は
、
兄
二
人
と
和
人
の
も
と
へ
交
易
に
出
か
け
、
兄
た
ち
は
ご
多
聞
に
も

れ
ず
騙
さ
れ
て
毒
殺
さ
れ
、
辛
く
も
故
郷
の
浜
へ
戻
っ
て
き
た
妹
が
語
る



111

兄
弟
た
ち
の
身
の
上
で
あ
る
。
神
謡
九
十
三
（
サ
ケ
へ H

au ō u

）
は

「
十
勝
の
老
媼
が
啄
木
鳥
を
教
え
訓
し
て
歌
っ
た
神
謡
」
と
題
さ
れ
、
語

り
出
し
で
は
、
啄
木
鳥
に
向
か
っ
て
「
こ
の
み
っ
た
く
な
い
お
婆
さ
ん
で

私
は
あ
る
が
、
汝
に
行
く
道
を
教
え
て
や
ろ
う
よ
」
と
云
い
、
村
に
迷
い

込
ん
で
き
た
啄
木
鳥
に
十
勝
川
を
下
っ
て
海
上
の
神
の
く
に
（kam

ui-
m

oshir

）
へ
行
く
よ
う
に
告
げ
る
。
し
か
し
、
末
尾
で
は
、「
と
人
間
の

お
婆
さ
ん
は
、
炉
縁
の
上
を
煙
管
で
た
た
き
な
が
ら
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ

そ
の
啄
木
鳥
は
家
か
ら
飛
び
出
し
見
え
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
人
称
の
叙
述
は
終
始
一
貫
し
て
い
な
い
。

Ⅴ　

染
退
人
と
そ
の
他
の
自
叙

　
『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩　

神
謡
・
聖
伝
の
研
究
』
の
な
か
に
は
染
退
人
の
自

叙
が
三
篇
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
神
謡
一
〇
〇
（
サ
ケ
へ H

em
ū noye

）

で
は
語
り
手
は
染
退
の
酋
長
で
、「
眠
っ
て
い
る
人
も
眼
を
覚
ま
し
て
い

る
人
も
神
々
の
あ
り
様
を
、
私
が
言
う
か
ら
良
く
聴
い
て
下
さ
い
」
と
あ

る
が
、
そ
れ
に
つ
づ
く
話
は
三
人
称
で
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
十
勝
川

の
川
上
の
酋
長
の
一
人
娘
と
結
婚
し
て
、
そ
の
家
に
お
さ
ま
っ
て
い
た
若

者
（
河
童
）
＝
川
の
主
が
、
十
勝
川
か
ら
食
料
（
魚
）
の
種
と
な
る
霊

（ram
achi

）
を
さ
ら
っ
て
染
退
川
の
川
上
に
や
っ
て
き
て
か
ら（

６
）、

こ
の

川
に
は
魚
が
豊
富
に
な
る
と
同
時
に
溺
死
者
が
で
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

酋
長
の
直
接
的
な
経
験
は
最
後
の
「
夢
を
見
た
」
と
い
う
部
分
だ
け
で
あ

る
。
神
謡
一
〇
一
（
サ
ケ
へ H

em
ū noye

）
は
類
話
で
あ
る
が
、
そ
の

な
か
に
は
数
人
の
「
私
」
が
登
場
し
、
三
人
称
の
話
が
幾
重
に
も
重
複
し

て
い
る
。

　

神
謡
九
十
四
はM

atanki-tono

の
自
叙
、
す
な
わ
ち
、
和
人
の
マ
タ

ギ
が
語
っ
た
話
で
あ
る
。
サ
ケ
へ
はH

achōri hachori

。「
た
だ
一
人

稼
ぎ
し
て
世
過
ぎ
す
る
者
」
で
あ
る
我
が
、「
山
狩
り
神
（
狼
）
か
ら
体

力
と
脚
力
だ
け
で
な
く
、
一
生
涯
の
恵
を
授
か
り
、
長
者
に
な
っ
た
次
第

を
語
り
、
大
口
の
真
神
を
祭
る
よ
う
」
遺
言
し
て
死
ん
だ
と
い
う
。
一
人

称
叙
述
は
終
始
一
貫
し
て
い
な
い
。
ア
イ
ヌ
の
口
承
文
芸
に
は
和
人
の
散

文
説
話
と
称
さ
れ
る
昔
話
が
あ
る
が
、
マ
タ
ギ
が
「
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
」
の

叙
述
主
体
で
あ
る
こ
と
は
如
何
に
も
不
自
然
で
あ
り
は
し
な
い
か
。

　

神
謡
一
〇
二
（
サ
ケ
へ H

anrew
a rew

a

）
は
い
わ
ゆ
る
「
素
性
明

か
し
」
が
テ
ー
マ
の
話
で
、
語
り
手
は
あ
る
大
長
者
で
あ
る
。
相
手
は

「
八
枚
の
苫
筵
を
帆
に
か
け
た
舟
で
村
々
を
回
り
、
自
分
の
素
性
を
訊
ね
、

そ
れ
を
解
き
明
か
せ
な
い
首
領
か
ら
宝
物
を
奪
っ
て
い
く
者
」
で
、
語
り

手
の
長
者
が
素
性
を
明
か
す
と
、
男
は
朽
木
の
山
に
変
ず
る
。
長
者
は
男

が
奪
っ
た
宝
物
を
元
の
持
ち
主
た
ち
に
返
し
、
沢
山
の
返
礼
を
授
か
っ
て

ま
す
ま
す
長
者
と
な
っ
て
栄
え
た
と
語
る
。

Ⅵ　

神
謡
の
条
件

　

神
謡
の
も
っ
と
も
大
き
な
特
徴
は
サ
ケ
へ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
知
里
真
志
保
は
、「
折
返

4

4

（
サ
ケ
へ
）
を
以
て
謡
わ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
こ

と
」
が
、
必
須
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
ま
さ
に
決
定
的
で
あ
る
。
こ
の

条
件
さ
え
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
主
人
公
が
人
間
で
あ
っ
て
も
、
説
述
が

第
三
人
称
で
行
わ
れ
て
も
、
ア
イ
ヌ
は
そ
れ
を
神
謡
と
認
め
る
の
に
躊
躇
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し
な
い
が
、
反
対
に
主
人
公
が
神
で
も
、
第
一
人
称
で
語
ら
れ
て
も
、
折

返
を
も
っ
て
謡
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
神
謡
と
は

認
め
な
い
の
で
あ
る
」
と
極
端
な
強
調
を
し
て
い
る
［
知
里
真
志
保　

1978:178
］。
な
る
ほ
ど
、
民
俗
的
（
イ
ー
ミ
ッ
ク
）
な
範
疇
で
は
、
そ

の
通
り
で
あ
ろ
う
と
認
め
る
と
し
て
、
比
較
研
究
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、

こ
の
主
張
に
疑
義
を
は
さ
む
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
実
際
、
久
保
寺
自
身

は
人
間
が
叙
述
主
体
の
「
神
謡
」
を
神
謡
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
常
に

わ
だ
か
ま
り
を
表
し
て
い
る
。
神
謡
九
十
八
「
メ
ナ
シ
の
女
の
自
叙
」
に

つ
い
て
、「
こ
れ
を
神
謡
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
所
以
の
も
の
は
、
神
謡
の
重

要
な
要
素
（
或
は
必
要
条
件
）
た
るsakehe

が
挿
入
さ
れ
て
謡
わ
れ
る

点
に
あ
る
。Sakehe

を
と
り
、
こ
れ
を
三
人
称
叙
述
の
口
語
体
と
す
れ

ば
、『
人
間
の
昔
話
』Ainu-uw

epeker
と
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

［
久
保
寺　

1977:390

］。
同
様
の
指
摘
は
神
謡
八
十
九
、九
十
二
、九
十
四

に
つ
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
、
ま
た
、
神
謡
九
十
一
「
人
間
の
狂
女
の
自
叙
」

に
つ
い
て
は
「
こ
れ
はsakehe

を
変
え
、yaisham

ane na
と
い
う
語

を
基
調
と
し
て
い
け
ば
、Chish-shinotcha

（
涕
泣
歌
）
に
で
も
な
り

そ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
［
久
保
寺　

1977:410
］。

　
Ⅶ　

結
論

　

話
型
や
テ
ー
マ
か
ら
み
て
他
の
ジ
ャ
ン
ル
と
な
り
得
べ
き
話
を
「
神

謡
」
と
す
る
に
当
っ
て
、
決
定
要
因
が
唯
一
サ
ケ
へ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

逆
の
推
論
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
は
散
文
説
話
な
ど
で
あ
っ

た
も
の
を
、
語
り
手
が
サ
ケ
へ
を
付
し
て
語
っ
た
と
い
う
語
り
の
可
塑
性

で
あ
る
。
久
保
寺
の
収
集
に
な
る
神
謡
で
は
、
サ
ケ
へ
を
伴
う
神
謡
の
原

初
的
な
姿
は
、
主
と
し
て
「
動
物･

カ
ム
イ
」
が
叙
述
主
体
と
な
る
説
話

群
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
語
り
手
が
大
局
的
に
は

女
性
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
る
な
ら
、
散
文
説
話
な
ど
を
自
ら
の
レ
パ
ー
ト

リ
ー
に
と
り
込
む
に
際
し
て
、
語
り
手
が
サ
ケ
へ
を
挿
入
し
た
と
い
う
こ

と
は
大
い
に
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
想
定
に
立
つ
な
ら
、
女

性
の
語
り
手
が
サ
ケ
へ
を
自
在
に
操
る
こ
と
に
よ
っ
て
如
何
に
多
様
な

「
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
」
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
こ
の
視
点
は
こ
れ
ま
で
無
批
判
に
踏
襲
さ
れ
て
き
た
ア
イ
ヌ
文
学

成
立
の
シ
ナ
リ
オ
を
根
本
的
に
見
直
す
緒
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

注（
１
） 

筆
者
は
、
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
の
な
か
で
、
動
物
神
を
叙
述
主
体
と
す
る

ユ
カ
ラ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
分
類
を
試
み
た
。

 

1
）【
動
物
世
界
と
人
間
世
界
と
の
関
係
を
テ
ー
マ
と
す
る
神
謡
】　

a
型　

負
の
行
為
―
遺
戒
、
b
型　

正
の
行
為
―
垂
範
、
c
型

　

儀
礼
・
崇
拝
の
由
来
、
説
明
、
d
型　

動
物
の
特
性
の
説
明

 

2
）【
恋
愛
、
求
婚
、
婚
姻
を
テ
ー
マ
と
す
る
神
謡
】
e
型　

動
物

神
と
動
物
神
の
恋
愛
・
婚
姻
譚
、
f

型　

動
物
神
と
半
神
半
人
の

恋
愛
・
婚
姻
譚
、
g
型　

メ
ノ
コ
ユ
カ
ラ
に
準
ず
る
神
謡
［
荻
原

1996:394

―477]

（
２
） 

因
み
に
、
知
里
幸
恵
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
十
三

篇
の
叙
述
主
体
は
、
梟
の
神
、
狐
、
兎
、
谷
地
の　

魔
神
、
小
狼
、



113

海
の
神
、
蛙
、
小
オ
キ
キ
リ
ム
イ
、
獺

か
わ
う
そ、

沼
貝
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

オ
キ
キ
リ
ム
イ
を
除
く
な
ら
、
す
べ
て
は
自
然
界
の
生
き
も
の
や

現
象
で
あ
る
［
知
里
幸
恵　

2001

］。

（
３
） 
カ
ム
イ
（kam

uy

）
の
原
義
に
つ
い
て
、
沙
流
方
言
の
辞
書
で
は
、

①
「
神
」、
比
喩
的
に
②
「
神
の
よ
う
に
立
派
な
、
非
常
に
立
派
な
」

の
意
、
具
体
的
に
「
熊
」
と
あ
る
［
田
村　

1996:270
―271

］。

千
歳
方
言
の
辞
書
で
は
①
カ
ム
イ
、
神
、
自
然
、
②
特
に
ク
マ
、

③
人
間
で
あ
っ
て
、
非
常
に
立
派
な
人
、
④
か
み
な
り
、
⑤
（
連

帯
修
飾
用
法
で
）
非
常
に
よ
い
、
美
し
い
、
非
常
に
危
険
な
の

意
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
［
中
川　

1995:146

］。Bachelor

の

辞
書
で
は “A god. A bear. A title applied to anything 

great,good,im
portant, honourable, bad, fierce or 

aw
ful.”

［Bachelor 1926:225

］。
萱
野
の
辞
書
で
は
、
①

神
、
②
熊
と
あ
り
、
多
く
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
［
萱
野 

1996:198

］。

（
４
） 

こ
れ
は
ア
イ
ヌ
の
説
話
で
の
特
徴
の
一
つ
で
、「
水
神
」
へ
の
供
犠

の
前
段
を
な
し
て
い
る
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
民
族
の
説
話
で
は

そ
の
よ
う
な
人
間
的
な
苦
悩
に
つ
い
て
は
一
般
に
触
れ
ら
れ
な
い
。

（
５
） 

金
田
一
の
採
録
に
な
る
神
謡
「
ア
ー
オ
ロ
ン
」
に
は
、「
幌
泉
の
昔

話
」
と
添
え
書
き
が
あ
る
。「
ア
ー
オ
ロ
ン
」
は
サ
ケ
へ
で
、
話

の
内
容
は
紫
雲
古
津
の
豪
族
の
遠
祖
の
昔
話
で
あ
る
［
金
田
一　

1942:132―137

］。

（
６
） 

染
退
は
現
在
の
静
内
町
静
内
と
あ
る［
久
保
寺　

1977:433

］か
ら
、

染
退
川
は
静
内
川
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
日
高
山
脈

を
挟
ん
で
十
勝
川
の
西
側
に
当
た
る
。
つ
ま
り
、
河
童
は
山
越
え

を
し
て
、
静
内
川
に
魚
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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