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Aom
om

m
om

o

（
我
つ
ま
び
ら
か
に
述
ぶ
）
に
つ
い
て
　

―
ア
イ
ヌ
叙
事
詩
ユ
カ
ラ
の
「
一
人
称
」
叙
述
に
寄
せ
て
―荻 

原
　
眞 

子

は
じ
め
に

　

ア
イ
ヌ
の
叙
事
詩
（「
ユ
カ
ラ
」、「
ハ
ウ
キ
」）
で
は
主
人
公
が
「
わ
れ
」

と
し
て
そ
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
物
語
る
。
物
語
る
の
は
基
本

的
に
主
人
公
の
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
（
北
海
道
）
も
し
く
は
ポ
ノ
タ
シ
ュ
。ツ
ン

ク
（
樺
太
）
と
い
う
幼
い
少
年
で
あ
る
。
物
語
の
骨
子
は
平
穏
な
日
常
生

活
の
な
か
で
養
育
さ
れ
て
い
る
主
人
公
が
何
か
の
き
っ
か
け
で
居
城
か
ら

外
へ
出
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
機
に
次
々
に
遍
歴
・
闘
い
を
重
ね
、
最

後
に
は
敵
対
者
に
打
ち
勝
っ
て
帰
還
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
登
場
す

る
の
は
近
隣
か
ら
遠
隔
に
お
よ
ぶ
村
々
の
首
領
と
そ
の
姉
妹
た
ち
で
あ
る

が
、
そ
の
女
性
た
ち
は
お
し
な
べ
て
強
力
な
巫
者
で
あ
り
、
敵
対
者
と
し

て
は
手
ご
わ
い
相
手
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
な
か
に
は
主
人
公
に
思

い
を
寄
せ
同
胞
を
裏
切
っ
て
主
人
公
に
加
担
す
る
者
も
あ
り
、
敵
味
方
そ

れ
ぞ
れ
に
利
害
や
心
情
を
異
に
す
る
幾
村
も
の
首
領
と
そ
の
姉
妹
た
ち
が

入
り
交
じ
っ
て
壮
大
な
舞
台
を
繰
り
広
げ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ユ
カ
ラ
は
か
な
り
長
い
も
の
で
あ
る
が
、
金
田
一
京
助
の

採
録
に
な
る
一
篇
「
虎イ
タ
ド
リ杖

丸
―
変
怪
の
憑
依
、
恐
怖
の
憑
依
」
は
七
千

行
余
り
、
金
田
一
が
ア
イ
ヌ
の
ホ
メ
ロ
ス
と
讃
美
す
る
ワ
カ
ル
パ
翁
の

口
演
に
も
と
づ
く
。
こ
の
ユ
カ
ラ
の
な
か
に
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
語
に

aom
om

m
om

o

が
あ
る
。
金
田
一
に
よ
る
と
、
そ
の
義
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。「
一
々
詳
し
く
語
る
、
か
ど
か
ど
を
は
し
ょ
ら
ず
に
縷
述
す
と
い
う

語
。om

om
m

om
o w

a ye! 

（
略
さ
ず
に
す
っ
か
り
く
わ
し
く
云
っ
て
御

覧
！
）
な
ど
。
然
る
に
詞
曲
（
＝
英
雄
叙
事
詩
・
ユ
カ
ラ　

荻
原
）
で
は

前
述
し
た
こ
と
を
再
び
絮
説
す
る
こ
と
を
省
く
時
に
、a-om

om
m

om
o

（
我
絮
説
す
）
と
云
っ
て
の
け
て
省
略
す
。
こ
れ
は
此
処
ば
か
り
で
な
く

常
に
あ
る
こ
と
、
例
え
ば
、
出
が
け
に
山
城
の
ぐ
る
り
の
様
を
詳
述
し
、

帰
り
に
はa-om

om
m

om
o

と
だ
け
云
っ
て
絮
説
を
抜
い
た
り
、
戦
闘

の
叙
述
に
は
一
人
を
斃
す
時
に
詳
か
に
の
べ
、
二
人
目
を
斃
す
時
に
又

a-om
om

m
om

o

と
云
っ
て
省
略
に
従
う
な
ど
。」［
金
田
一　

一
九
三
一　

二
九
二
頁
註
］

　

さ
て
、
ユ
カ
ラ
の
主
人
公
が
物
語
の
な
か
でaom

om
m

om
o

と
い
う
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場
合
、
そ
の
相
手
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。「
我
」
と
訳
さ
れ
る
一
人
称
の
発

話
に
は
そ
れ
が
向
け
ら
れ
る
対
象
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
場

合
に
は
、
そ
の
発
話
は
単
な
る
独
り
言
か
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
ろ
う
。
ポ
イ

ヤ
ウ
ン
ペ
が
語
る
物
語
は
果
た
し
て
誰
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

Ⅰ　

テ
キ
ス
ト
の
な
か
のaom

om
m

om
o 

（
資
料
参
照
）

　

本
稿
で
取
り
あ
げ
る
テ
キ
ス
ト
は
「
虎
杖
丸
―
変
怪
の
憑
依
、
恐

怖
の
憑
依
」、
イ
メ
カ
ノ
女
の
口
演
に
も
と
づ
く
「
別
伝
」［
金
田
一　

一
九
三
一
］、
お
よ
び
「Ponsam

orunkur
（
小
和
人
）」［
金
成
・
金
田

一　

ユ
ー
カ
ラ
集
Ⅲ
］
で
あ
る
。aom

om
m

om
o
の
語
は
「
虎
杖
丸
」
に

十
二
ヶ
所
、
別
伝
に
一
ヶ
所
、（「Ponsam
orunkur
（
小
和
人
）」
に
は

三
人
称koom

om
m

o

が
二
ヶ
所
）
み
ら
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
で
こ
の
語
が

現
れ
る
場
面
は
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、（
Ａ
）
主
人
公
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
装
束
、（
Ｂ
）
戦
闘
、（
Ｃ
）

首
領
た
ち
と
の
決
闘
、（
Ｄ
）
話
に
つ
い
て
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、

ユ
カ
ラ
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
主
人
公
の
装
束
、
お
よ
び
闘

い
の
場
面
を
詳
述
す
る
こ
と
をaom

om
m

om
o

の
一
語
で
表
す
る
場
合

が
特
徴
的
で
あ
り
、
圧
倒
的
に
顕
著
な
の
は
後
者
、
す
な
わ
ち
、
闘
い
に

つ
い
て
で
あ
る
。（
数
字
は
資
料
番
号
）

　
（
Ａ
）
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
装
束
＝
①
②
③　

ユ
カ
ラ
ば
か
り
で
な
く
、
一

般
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
英
雄
叙
事
詩
に
お
い
て
も
主
人
公
た
ち
の
装
束
は
こ

と
細
か
に
語
ら
れ
、
そ
の
美
丈
夫
振
り
、
美
女
の
華
麗
さ
が
描
き
出
さ
れ

る
の
が
通
例
で
あ
る
。
ユ
カ
ラ
は
主
人
公
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
が
山
城
の
な
か

で
慈
し
み
育
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、
そ
の
居
城
か
ら
外
へ

出
る
と
き
の
装
束
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

筺
の
な
か
へ　

わ
が
手
さ
し
入
れ
て
、
錦
衣
（
１
）神

刀
（
２
）　

黄
金
の
鉤
帯
（
３
）　

黄
金
の
小
兜
（
４
）ひ

と
そ
ろ
い
わ
れ
取
り
出
だ
し
た
り
。
錦
の
小
袖
を　

わ
れ
わ
が
か
ら
だ
の
上
へ　

拡
げ
掛
け
、
黄
金
の
鉤
帯
を　

た
だ
ひ

と
巻
き
に　

わ
が
身
に
纏
い
、
黄
金
の
小
兜
の　

紐
の
緒
を　

み
づ

か
ら
結
び
緊
め　

お
の
が
頭
へ　

し
っ
か
り
と
押
し
つ
け
て　

神
刀

を　

わ
が
帯
の
下
へ
ぐ
っ
と
差
し
た
り
。
我
が
身
の
う
え
な
が
ら　

帰
神
の
よ
う　

帰
尊
の
よ
う
（
５
）　

我
み
づ
か
ら
成
れ
り
。［
一
四
三
―

一
六
八
行
］

　

ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
装
束
の
構
成
要
素
は
小
袖
（
コ
ソ
ン
デ
）、
刀
、
帯
、

兜
な
ど
で
あ
る
が
、「
黄
金
の
」
と
い
う
の
は“kam

ui”

の
訳
、
こ
の
場

合
は
美
称
で
あ
る
。
③
は
第
八
段
で
の
一
こ
ま
で
あ
る
が
、
敵
の
首
領
た

ち
が
蝟
集
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
老
女
の
姿
で
乗
り
込
ん
で
い
っ
た
ポ
イ
ヤ

ウ
ン
ペ
が
、「
変
怪
の
憑
依
、
妖
怪
の
憑
依
」
を
自
ら
演
じ
て
み
せ
る
た

め
に
、
そ
の
老
女
の
着
物
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
本
来
の
装
束
を
顕
し
た
と

き
の
場
面
で
あ
る
。

　　
（
Ｂ
）
戦
闘
＝
④
⑤　

ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
民
族
に
お
け
る
英
雄
叙
事
詩

の
テ
キ
ス
ト
の
大
半
を
な
す
の
は
基
本
的
に
闘
い
の
場
面
で
あ
る
。
ユ
カ

ラ
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
戦
闘
に
は
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
が
単
独
で
、
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も
し
く
は
そ
の
養
育
者
た
ち
と
と
も
に
襲
来
し
た
敵
を
相
手
に
す
る
集
団

的
な
場
合
、
勇
者
同
士
の
戦
い
、
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
自
身
の
破
滅
に
い
た
る

死
闘
な
ど
の
場
合
が
あ
る
。
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
は
ト
ミ
サ
ン
ペ
ツ
の
シ
ヌ
タ

プ
カ
と
い
う
村
の
首
領
、
年
端
も
い
か
な
い
幼
な
子
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
勇
者
と
し
て
の
名
声
は
（
な
ぜ
か
）
遠
く
聞
こ
え
、
ま
た

そ
の
財
宝
は
近
隣
の
村
々
の
首
領
た
ち
か
ら
妬
ま
れ
、
虎
視
眈
々
と
狙
わ

れ
て
い
る
。
さ
て
、
戦
闘
の
前
哨
と
し
て
勇
者
た
ち
が
移
動
す
る
さ
い
に

は
、
憑
神
た
ち
が
随
伴
す
る
。
そ
の
動
き
は
天
空
の
異
変
と
な
り
、
に
わ

か
に
天
を
覆
う
暗
雲
や
天
地
を
ど
よ
も
す
強
風
と
し
て
語
ら
れ
る
。
ま
た
、

ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
と
敵
の
首
領
た
ち
と
の
戦
い
で
は
、
果
て
た
首
領
た
ち
の

死
霊
は
「
甦
る
死
霊
と
本
当
に
死
に
ゆ
く
霊
と
ひ
と
つ
音
の
な
か
に
鳴
り

砕
く
」（
二
九
五
七
―
二
九
五
八
行
）
と
い
う
凄
ま
じ
さ
で
あ
る
。
④
の

「
神
鳴
に
於
い
て
も
、aom

óm
m

om
o.

（
例
の
ご
と
く
な
り
）
と
い
う
の

は
そ
の
よ
う
な
憑
神
や
死
霊
が
天
空
を
飛
び
交
う
壮
絶
さ
を
い
っ
た
も
の

で
あ
る
。

　
（
Ｃ
）
首
領
た
ち
と
の
決
闘
＝
⑥
～
⑫　

多
く
の
場
合
敵
陣
に
乗
り
込

ん
だ
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
前
に
は
次
か
ら
次
へ
と
首
領
た
ち
が
立
ち
現
れ

て
、
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
に
挑
戦
す
る
。
そ
れ
は
丁
度
日
本
の
時
代
劇
で
の
立

ち
回
り
の
よ
う
な
見
せ
場
で
あ
り
、
ユ
カ
ラ
に
お
け
る
山
場
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。

　

⑥
の
場
面
で
は
「
ポ
ン
モ
シ
リ
び
と　

二
な
き
英
雄
と
大
地
の
上
に
格

闘
し
て
互
い
に
ど
こ
ま
で
も
張
り
合
い
て
奮
い
た
ゝ
か
い
、
わ
が
息
の

孔
も
我
に
塞
る
」
と
い
う
闘
い
が
つ
づ
く
。
そ
の
間
に
敵
側
で
あ
り
な

が
ら
、
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
に
加
担
す
る
「
虚
病
媛
」
の
闘
い
ぶ
り
の
様
子
が

挿
入
さ
れ
て
、「
そ
の
媛
の
叫
喚
の
声
が
き
こ
え
た
な
」
と
思
っ
て
い
る

そ
の
と
き
に
、「
ポ
ン
モ
シ
リ
び
と
が
跳
び
か
か
っ
て
」
き
た
が
、
そ
の

様
子
を
長
々
と
述
べ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
⑦
⑧
⑨
は
第
八

段
、
メ
ナ
シ
シ
ヤ
ム
村
で
の
戦
闘
中
の
こ
と
で
あ
る
。
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
は

醜
い
老
女
に
変
身
し
て
、
ポ
ン
モ
シ
リ
び
と
、
チ
ュ
プ
カ
び
と
、
レ
プ

ン
シ
リ
び
と
、
カ
ネ
ペ
ツ
び
と
、
シ
ラ
ラ
ペ
ツ
び
と
、
カ
ネ
サ
ン
タ
び
と

な
ど
が
集
合
し
て
い
る
館
に
の
り
込
み
、
闘
い
を
繰
り
ひ
ろ
げ
る
。
⑦

で
は
若
い
チ
ュ
プ
カ
び
と
と
の
壮
絶
な
闘
い
が
こ
と
細
か
に
語
ら
れ
た

あ
と
に
、aom

óm
m

om
o

が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
金
田
一
の

註
と
し
て
「
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
意
、
例
のinotu-orke hopuni hum

i 
keurototke

（
死
霊
の
昇
り
ゆ
く
音
鳴
り
と
よ
む
）
云
々
を
省
略
し
て

か
く
云
う
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
⑧
で
は
、「
向
（
う
）
の
突
き
来
る
下
を

く
ゞ
っ
て
、
ま
づ
こ
な
た
よ
りam

ukchattui ashirkootke

（
胸
さ
き

我
し
た
ゝ
か
に
突
く
）
云
々
を
省
略
し
て
か
く
云
う
」
と
す
る
［
金
田
一　

一
九
三
一　

五
五
六
頁
］。
今
少
し
、
実
際
の
語
り
を
テ
キ
ス
ト
か
ら
引

用
し
て
み
る
。「
ま
づ
さ
き
に
我
を
突
き
来
る
矛
の
我
が
上
へ
か
ぶ
さ
り

来
る
を
そ
の
矛
の
下
わ
れ
か
い
潜
り
て
は
た
と
か
が
み
、
彼
が
矛
の
下
を

我
が
矛
を
ひ
ね
っ
て
わ
れ
胸
も
と
を
切
り
わ
れ
ぐ
ざ
と
突
き
立
つ
。
我
が

金
の
小
兜
を
彼
が
矛
逸
れ
て
す
べ
り
彼
が
刀
の
鍔
の
ふ
ち
し
た
た
か
に
我

を
撃
つ
お
と
戦
棒
も
て
撃
ち
た
る
ゝ
に
も
増
し
て
わ
が
身
の
う
ち
打
ち
し

び
る
ゝ
程
こ
た
え
た
り
。
太
刀
執
る
利
腕
を
わ
れ
む
ず
と
つ
か
み
て
上
の
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方
へ
下
の
方
へ
魚
を
背
割
り
す
る
如
く
裂
き
て
わ
れ
わ
が
手
も
と
を
き
そ

い
た
り
。
ま
た
さ
ら
に
我
を
突
き
来
る
と
き
彼
が
矛
の
前
に
我
身
を
そ
ば

め
て
打
開
け
ば
ふ
た
た
び
突
き
損
う
」［
五
八
二
四
―
五
八
五
二
行
］。
か

く
し
て
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
敵
方
の
勇
者
た
ち
と
の
闘
い
は
つ
づ
き
、
メ
ナ

シ
シ
ヤ
ム
び
と
の
弟
の
次
に
は
、
⑨
そ
の
兄
と
の
闘
い
に
な
り
、
同
じ
よ

う
な
斬
り
合
い
、
打
ち
合
い
の
状
況
が
こ
と
細
か
に
語
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
がaom

óm
m

om
o

一
語
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

⑪
、
⑫
は
そ
の
長
く
つ
づ
い
た
死
闘
の
お
し
ま
い
に
近
い
場
面
で
あ
る
。

闘
い
疲
れ
、
傷
つ
き
、
意
識
朦
朧
と
な
り
な
が
ら
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
と
相
手

の
首
領
と
は
闘
い
を
止
め
る
こ
と
が
な
い
。「
ポ
ン
モ
シ
リ
び
と
わ
が
憎

き
や
つ
わ
れ
に
跳
び
か
か
る
。
そ
れ
よ
り
し
て
ま
こ
と
畏
懼
の
こ
ゝ
ろ
を

わ
れ
生
ず
。
し
ば
し
な
ら
ず
我
が
せ
し
こ
と
な
れ
ば
今
は
は
や
飢
え
つ
か

れ
て
死
ぬ
よ
う
に
我
思
い
つ
ゝ
ポ
ン
モ
シ
リ
び
と
を
わ
が
討
つ
よ
う
二
度

し
く
じ
り
て
終
に
打
負
か
し
、
魚
を
背
割
り
す
る
如
く
我
為
し
果
つ
れ
ば

…
…
ポ
ン
モ
シ
リ
び
と
我
へ
よ
ろ
め
き
か
ゝ
り
、
我
も
彼
へ
よ
ろ
め
き

か
ゝ
り
…
…
」
と
な
る
［
五
九
四
六
―
五
九
七
五
行
］。A

om
óm

m
om

o

は
「
こ
の
よ
う
な
半
死
状
態
で
の
死
闘
を
ポ
ン
モ
シ
リ
び
と
と
繰
り
返
し

た
こ
と
を
詳
し
く
語
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
⑫
も
ま
た
同
じ
よ
う

な
断
末
魔
の
闘
い
の
場
面
、
相
手
は
ア
ツ
イ
サ
ラ
び
と
の
年
下
の
首
領
で

あ
る
。

　
（
Ｄ
）
話
＝
⑬
は
別
伝
の
第
三
段
に
あ
る
場
面
で
、
本
伝
の
第
八
段
の

そ
れ
に
対
応
す
る
。
所
は
ニ
ソ
ル
サ
ン
タ
村
で
の
首
領
た
ち
の
酒
宴
、
そ

こ
へ
老
女
、
す
な
わ
ち
、
襤
褸
に
身
を
包
ん
だ
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
が
招
か
れ

る
。
居
並
ぶ
鎧
姿
の
首
領
た
ち
は
も
っ
ぱ
ら
シ
ヌ
タ
プ
カ
の
首
領
ポ
イ
ヤ

ウ
ン
ペ
の
噂
を
し
な
が
ら
、「
長
生
し
た
老
女
な
れ
ば
ば
け
も
の
憑
き
の

ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
戦
を
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
水
を
向
け
る
。
そ
こ

で
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
老
女
は
「
こ
ま
ご
ま
と
話
すaom

óm
m

om
o kane 

itak-an

」
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
と
は
す
な
わ
ち
、
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
太

刀
の
彫
り
も
の
で
あ
る
龍
の
雌
雄
、
狼
、
毛
の
抜
け
落
ち
た
夏
狐
な
ど
が

に
わ
か
に
生
き
も
の
と
な
っ
て
立
ち
現
れ
、
歯
牙
を
む
き
出
し
爪
を
立
て

て
敵
を
責
め
、
ま
た
、
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
自
身
が
そ
の
よ
う
な
妖
怪
と
な
っ

て
居
並
ぶ
首
領
た
ち
の
喉
を
か
っ
切
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
太
刀
虎

杖
丸
の
変
化
が
ユ
カ
ラ
「
虎
杖
丸
」
の
全
篇
を
通
じ
て
幾
度
か
見
せ
場
を

盛
り
上
げ
る
。
例
え
ば
、
本
伝
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
虎
杖
丸
の
太

刀
の
柄
が
し
ら
の
狼
神
が
生
け
る
神
と
な
り
牙
の
さ
き
を
む
き
出
し
身
を

ひ
ね
り
て
わ
だ
か
ま
り
、
鍔
の
縁
の
上
な
る
龍
神
の
雄
神
は
角
を
高
々
と

お
こ
し
立
て
、
鞘
の
口
元
の
夏
狐
の
ば
け
も
の
は
の
た
の
た
と
身
を
ひ
ね

り
て
つ
ゝ
た
ち
、
鞘
の
上
の
龍
神
の
雌
神
は
鱗
を
高
々
と
お
こ
し
立
て
、

神
々
の
形
象
い
ち
ど
き
に
生
け
る
神
々
と
な
り
て
、
夏
狐
が
低
い
う
な

り
声
に
み
づ
か
ら
吼
え
い
だ
し
た
れ
ば
…
…
」［
四
三
七
四
―
四
四
〇
四

行
］。
や
が
て
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
自
身
が
憑
依
す
る
場
面
で
は
、「
夏
狐
の
か

す
か
な
る
唸
り
段
々
に
本
物
に
唸
り
い
だ
し
、
そ
の
口
よ
り
吐
き
出
す
霧

は
朦
々
た
る
雲
と
な
り
て
家
の
な
か
に
立
ち
ま
よ
い
、
炉
の
焚
火
も
か

す
か
な
る
光
と
な
り
ぴ
か
り
ぴ
か
り
と
す
る
ば
か
り
。
…
…
そ
の
と
き

に
酒
筵
の
間
を
軽
く
跳
び
と
ん
と
ん
跳
り
ま
わ
り
つ
ゝ
跳
り
な
が
ら
左
座
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に
い
た
る
六
人
の
首
領
を
そ
の
喉
元
を
ば
我
が
爪
も
て
掻
き
割
き
た
り
」

［
五
四
六
二
―
五
四
九
八
行
］
と
な
る
。
老
女
の
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
は
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
話
し
た
の
で
あ
る
。
⑭
は
ユ
カ
ラ
「
小
和
人
」
の
中
で
、

ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
許
へ
シ
ヌ
タ
プ
カ
の
悪
妹
が
闇
討
を
し
か
け
て
き
た
顚

末
を
新
妻
の
わ
が
妹
が
「
事
細
か
に
語
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ⅱ　

ユ
カ
ラ
の
叙
事
空
間

　

以
上
の
よ
う
にaom

om
m

om
o

と
い
う
語
が
現
れ
る
場
面
を
検
討
し

て
み
る
と
、「
虎
杖
丸
」
の
一
篇
で
は
闘
い
の
場
面
で
よ
り
顕
著
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
語
に
よ
っ
て
闘
い
の

全
容
、
敵
の
勇
者
と
の
個
別
の
闘
い
な
ど
の
描
写
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
一
語
が
挿
入
さ
れ
た
後
に
も
、

次
の
相
手
と
の
闘
い
が
こ
ま
ご
ま
と
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

疑
問
に
な
る
の
は
、「
わ
れ
つ
ま
び
ら
か
に
述
ぶ
」
と
い
う
語
の
「
述
べ

る
」
相
手
は
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
わ
れ
」
と

い
う
一
人
称
の
叙
述
に
は
聴
き
手
が
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
想
定
さ
れ

て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
は
叙
事
詩
の
口
演
で
は
、
語
り
手
、

叙
事
詩
の
主
人
公
＝
叙
述
者
、
登
場
人
物
が
区
別
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同

時
に
そ
の
聴
き
手
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ア
イ
ヌ
の
叙

事
詩
で
こ
の
三
者
と
そ
の
相
手
、
す
な
わ
ち
聴
き
手
の
関
係
に
つ
い
て
云

え
ば
、
第
一
は
、
語
り
手
に
対
し
て
聴
き
手
は
同
席
の
聴
衆
で
あ
る
。
例

え
ば
、「
虎
杖
丸
」
の
語
り
手
ワ
カ
ル
パ
翁
の
聴
き
手
は
金
田
一
と
そ
の

場
に
同
席
し
た
人
々
。
第
二
は
、
叙
事
詩
の
主
人
公
＝
叙
述
者
（
具
体
的

に
は
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
）
の
語
り
に
対
す
る
聴
き
手
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
誰

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
疑
問
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
第
二
の
主
人
公
の
語

り
に
登
場
す
る
人
物
の
発
話
の
相
手
は
主
人
公
、
も
し
く
は
他
の
登
場
人

物
と
考
え
て
よ
い
。（
図
参
照
）
現
実
の
語
り
手
の
語
り
（
声
）
の
聴
き

手
は
そ
の
場
に
い
る
聴
衆
で
あ
り
、
語
り
手
は
ユ
カ
ラ
の
主
人
公
の
叙
述

を
体
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
、aom

om
m

om
o

と
い
う
技
法
は
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
こ
の
語
り
手
の
選
択
で
は
な
く
、
主
人
公
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ

の
叙
述
に
本
源
的
で
あ
る
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
ポ
イ

ヤ
ウ
ン
ペ
は
誰
に
対
し
て
語
り
、「
詳
述
し
た
と
い
う
こ
と
」
を
こ
の
一

語
で
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
主
人
公
＝
叙
述
者
と
い
う
観
点
か
ら
ア
イ
ヌ
の
叙

事
詩
の
構
成
を
比
較
検
討
し
て
み
る
こ
と
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は

差
し
あ
た
り
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

（
図
）【
ユ
カ
ラ
の
叙
事
空
間
】

語
り
手 

↓

  aom
om
m
om
o

語
り
手
＝
主
人
公 

↓ 

　

      

　

  

（hero

）         

（characters

）  

主
人
公 

⇔

登
場
人
物1,2 ...n

 

登
場
人
物

⇔

登
場
人
物

（narrator

） 
(public)

？ ↑ 

聴
き
手
（
聴
衆
）
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（
ａ
）
一
篇
の
全
体
を
通
じ
て
主
人
公
が
語
る
。
―　

例
「
虎
杖
丸
」

　
　
　

 

主
人
公
と
登
場
人
物
の
話
法
、
登
場
人
物
同
士
の
話
法
は
対
話

を
構
成
し
て
い
る
。

（
ｂ
）
主
人
公
、
登
場
人
物
が
交
代
で
語
る
。―　

例
「
北
蝦
夷
古
謡
遺
篇
」

　
　
（
第
一
段
） 

主
人
公
ポ
ノ
タ
シ
ュ
。ツ
ン
ク

　
　
（
第
二
段
） 
天
女
の
少
女

　
　
（
第
三
段
） 
フ
レ
ペ
シ
カ
の
女

　
　
（
第
四
段
） 

ポ
ノ
タ
シ
ュ
。ツ
ン
ク

（
ｃ
）
主
人
公
の
語
り
の
な
か
に
間
接
話
法
と
し
て
登
場
人
物
の
話

が
挿
入
さ
れ
る
。
ま
た
、
登
場
人
物
（
１
）
の
話
に
登
場
人
物

（
２
）、（
３
）
の
話
が
挿
入
さ
れ
る
。
例
「Pon-sam

orunkur

（
小
和
人
）」（
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
型
も
し
く
は
入
れ
子
型
様
で
あ

る
。）　

Ⅲ　

叙
事
詩
に
お
け
る
リ
フ
レ
イ
ン

　
（
ｂ
）
の
「
北
蝦
夷
古
謡
遺
篇
」
は
樺
太
ア
イ
ヌ
の
英
雄
叙
事
詩
（
ハ

ウ
キ
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
リ
フ
レ
イ
ン
（
サ
ケ
へ
？
）
が
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
全
体
を
通
じ
て
同
一
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
主
人
公
も
、
天
女
の
少
女
も
、
フ
レ
ペ
シ
カ
の
女
も
自
ら
叙
す
な

か
で
「
イ
ヨ
ッ
セ
レ
ケ
レ
」（
金
田
一
訳　
「
あ
な
、
か
し
こ
。」）
を
く
り

返
す
。
こ
の
こ
と
を
北
海
道
の
神
謡
（
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
）
の
サ
ケ
へ
と
対

照
し
て
み
る
と
、
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
機
能
は
サ
ケ
へ
と
異
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
神
謡
の
サ
ケ
へ
は
（
口
演
上
の
効
果
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な

が
ら
、）
概
し
て
叙
述
者
の
「
名
刺
」
の
機
能
を
も
ち
、
一
人
称
叙
述
が

何
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
を
明
示
す
る
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、

叙
述
者
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
同
一
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
用
い
ら
れ
る
と

い
う
樺
太
の
一
篇
で
は
、「
イ
ヨ
ッ
セ
レ
ケ
レ
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
は

叙
述
者
の
そ
れ
で
は
な
く
、
語
り
手
の
技
法
と
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、

北
海
道
の
英
雄
叙
事
詩
ユ
カ
ラ
の
語
り
で
は
リ
フ
レ
イ
ン
は
現
れ
な
い
。

　

ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
民
族
で
も
ま
た
英
雄
叙
事
詩
は
盛
ん
に
行
わ
れ
、
リ

フ
レ
イ
ン
は
一
般
に
そ
の
顕
著
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
リ
フ
レ
イ
ン

は
地
の
語
り
で
は
な
く
、
対
話
の
場
面
で
発
話
者
が
何
者
で
あ
る
か
を

明
示
す
る
機
能
を
も
っ
て
お
り
、
ま
ず
、
リ
フ
レ
イ
ン
が
唱
え
ら
れ
て
、

「
わ
た
し
」
が
何
者
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
己

の
氏
素
性
ま
で
も
が
定
型
句
と
し
て
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な

い
。
そ
う
し
て
、
そ
の
相
手
は
ま
た
固
有
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
唱
え
て
か
ら

応
対
す
る
。
例
え
ば
、
エ
ヴ
ェ
ン
キ
の
英
雄
叙
事
詩
は
三
人
称
語
り
で

あ
る
が
、「
イ
ル
キ
ス
モ
ン
ジ
ャ
勇
者
」
と
い
う
一
篇
に
は
三
三
人
の
登

場
者
（
勇
者
ば
か
り
で
な
く
、
カ
ラ
ス
や
地
下
界
の
魔
物
ま
で
）
が
あ

り
、
そ
の
各
々
に
一
つ
な
い
し
は
数
種
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
伴
う
［
荻
原　

二
〇
〇
一
］。
こ
う
し
て
直
接
話
法
に
よ
る
対
話
が
現
実
的
に
迫
力
を
も

ち
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
英
雄
叙
事
詩
語
り
は
鮮
明
に
演
劇
性
を
帯
び
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ア
イ
ヌ
の
叙
事
詩
で
リ
フ
レ
イ
ン
が
特
徴
的
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も

な
く
神
謡
（
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
）
で
あ
る
。
多
様
な
テ
ー
マ
が
あ
る
な
か
で
、
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動
物
な
ど
の
自
然
の
カ
ム
イ
が
叙
述
を
す
る
ユ
カ
ラ
で
は
サ
ケ
へ
（
リ
フ

レ
イ
ン
）
が
そ
の
叙
述
主
体
の
素
性
を
明
示
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
叙
述

の
対
象
は
そ
れ
ぞ
れ
の
眷
属
で
あ
る
。
例
え
ば
、
久
保
寺
逸
彦
「
ア
イ
ヌ

叙
事
詩　

神
謡
・
聖
伝
の
研
究
」
か
ら
例
を
と
る
な
ら
、「
狐
の
神
の
自

叙
」（
神
謡
二
二
）
で
はchichi,　
「
兎
の
神
の
自
叙
」（
神
謡
二
九
）
で
は

horekum
pe ho ho

を
サ
ケ
へ
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
狐
カ
ム
イ
、
兎
カ
ム
イ

が
「
私
は
」
と
そ
の
身
上
を
語
る
。
そ
の
短
い
物
語
の
最
後
に
は
「
こ
れ
か

ら
の
若
い
狐
ど
も
よ
」、「
私
の
子
孫
の
兎
ど
も
よ
」
と
呼
び
か
け
て
そ
れ
ぞ

れ
の
「
私
の
」
轍
を
ふ
ま
な
い
よ
う
に
と
言
い
遺
す
。
ま
た
、 「
兎
の
大
将

の
自
叙
」（
神
謡
三
一
）
で
は
サ
ケ
へtenna huru

、「
赤
蝮
の
神
の
自
叙
」

（
神
謡
四
〇
）
で
は
サ
ケ
へarinna shō
を
伴
っ
て
、
兎
の
大
将
は
オ
キ
ク

ル
ミ
に
津
波
が
来
る
こ
と
知
ら
せ
て
村
人
の
危
急
を
救
い
、
赤
蝮
の
神
は
妖

熊
に
追
わ
れ
て
い
る
オ
キ
ク
ル
ミ
を
助
け
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

「
私
は
」
感
謝
さ
れ
、
神
と
し
て
礼
拝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
身
上
を
語

る（
６
）。

神
謡
で
は
「
私
は
」
と
い
う
叙
述
者
（
動
物
神
）
の
語
り
の
最
後
に

「
～
と
某
神
が
物
語
っ
た
」
と
い
う
語
り
手
の
一
句
が
付
加
さ
れ
て
、
叙
述

者
が
何
者
で
あ
る
か
が
再
度
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

Ⅳ　

ユ
カ
ラ
に
お
け
る
「
我
」
に
つ
い
て

　

こ
の
よ
う
に
神
謡
で
は
叙
述
者
に
対
す
る
聴
き
手
が
は
っ
き
り
と
特
定

さ
れ
て
お
り
、
主
人
公
・
叙
述
者
と
語
り
手
と
が
峻
別
さ
れ
た
形
式
を

と
っ
て
い
る
。
神
謡
に
は
多
様
な
形
態
が
あ
る
が
、
こ
の
類
の
神
謡
に
照

ら
し
て
み
る
と
、
ユ
カ
ラ
「
虎
杖
丸
」
に
お
け
る
主
人
公
の
叙
述
者
に
は

聴
き
手
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
そ
う
に
な
い
。
主
人
公
は
冒
頭
か
ら
「
我

は
」（
そ
の
よ
う
に
和
訳
さ
れ
て
き
て
い
る
）
と
語
る
が
、
そ
れ
が
何
者

で
あ
る
か
は
物
語
の
な
か
で
の
他
者
の
言
説
か
ら
推
測
さ
れ
る
仕
掛
け
に

な
っ
て
い
る
。（
現
実
の
聴
衆
に
は
ユ
カ
ラ
が
シ
ヌ
タ
プ
カ
の
城
主
で
あ

る
幼
年
の
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
物
語
で
あ
る
こ
と
が
文
化
的
素
養
と
し
て
あ

る
。）
さ
て
、
聴
き
手
の
な
い
叙
述
者
と
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
他
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
語
り
手
の
「
我
」
と
は
何
者
で
あ

ろ
う
か
。

　
「
虎
杖
丸
」
に
限
っ
て
み
て
も
、
ユ
カ
ラ
の
世
界
に
は
非
現
実
的
、
超
自

然
的
な
場
面
が
多
々
あ
る
。
た
と
え
ば
、
主
人
公
は
い
く
つ
も
の
戦
闘
を

か
い
く
ぐ
り
、
そ
の
過
程
で
し
ば
し
ば
瀕
死
の
状
態
に
陥
っ
て
生
死
の
境

を
さ
ま
よ
い
、
激
し
い
斬
り
合
い
で
は
相
手
の
首
領
と
も
ど
も
五
臓
六
腑

を
露
出
し
な
が
ら
な
お
も
闘
い
つ
づ
け
る
。
第
四
段
の
チ
ワ
シ
ペ
ツ
び
と

と
の
闘
い
の
最
後
に
は
、「
死
に
た
り
け
る
に
や
眠
り
た
り
け
る
に
や　

さ
て
あ
り
あ
り
て
我
打
ち
見
し
に　

相
闘
い
た
る
場ニ
ワ　

場
の
か
み
の
は
し

に
わ
れ
長
々
と
身
を
の
べ
て
倒
れ
、
血
の
り
の
沼
に
我
漂
い
て
い
た
り
け

り
」（
四
〇
二
二
―
四
〇
三
一
行
）
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
と
の
関

連
で
比
較
対
照
で
き
る
の
は
神
謡
「
山
岳
を
領
く
神
（
熊
）
の
自
叙
」［
久

保
寺　

一
九
九
七　

神
謡
六
］
に
お
け
る
叙
述
主
体
の
「
我
」
で
あ
る
。

人
間
に
仕
留
め
ら
れ
た
瞬
間
に
熊
の
「
我
」
は
肉
体
か
ら
離
れ
て
、
人
間

の
も
と
へ
運
ば
れ
て
い
く
「
熊
」
を
遠
く
か
ら
眺
め
、
そ
の
行
く
末
を
見

守
る
。「
我
は
神
さ
び
て
我
は
神
の
ご
と
ど
っ
と
斃
れ
伏
し
ぬ
。
如
何
に



72

な
り
行
き
し
か
夢
の
如
く
仄
か
な
り
。
う
つ
ら
う
つ
ら
眠
り
て
ふ
と
眼
覚

む
れ
ば
か
く
あ
り
け
り
。
一
本
の
立
樹
の
枝
の
上
に
手
を
だ
ら
り
と
下
げ

脚
を
ぶ
ら
り
と
下
げ
て
我
あ
り
た
り
。
そ
の
傍
に
我
蘇
生
し
た
る
な
り
。

我
が
下
を
見
れ
ば
か
く
の
如
く
あ
り
き　

大
い
な
る
老
熊
が
神
さ
び
て

神
々
し
き
姿
に
て
身
を
横
た
え
て
い
た
り
け
り
」（
二
六
四
―
二
八
四
行
）。

こ
の
場
面
で
は
熊
は
人
間
に
よ
っ
て
撃
ち
と
ら
れ
て
、
狩
人
の
側
か
ら
言

え
ば
「
死
ん
で
い
る
」
が
、
叙
述
者
と
し
て
の
熊
自
身
は
死
ん
で
は
い
な

い
。
死
し
た
肉
体
を
離
れ
て
存
在
し
う
る
「
我
」
が
一
部
始
終
を
そ
の
心

情
を
交
え
な
が
ら
、
送
り
儀
礼
に
よ
っ
て
「
我
の
家
」
へ
還
り
妻
子
と
も

ど
も
元
の
生
活
に
戻
る
ま
で
を
語
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
謡
で
は
語
り
の

最
後
に
「
と
山
岳
を
領
わ
く
神
そ
の
身
の
上
を
物
語
り
ぬ
」
と
い
う
締
め

が
付
加
さ
れ
て
、
神
謡
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
神
謡

に
は
先
に
挙
げ
た
「
狐
の
神
の
自
叙
」（
神
謡
二
二
）、「
兎
の
神
の
自
叙
」

（
神
謡
二
九
）
な
ど
の
例
に
見
ら
れ
る
「
眷
属
へ
の
」
語
り
か
け
が
な
く
、

山
岳
を
領
す
る
老
熊
神
の
一
身
上
の
出
来
事
の
顛
末
に
終
始
し
て
い
る
。

そ
の
点
で
、
こ
の
神
謡
は
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
「
我
」
の
叙
述
と
共
通
し
て

い
る
（
７
）。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
う
る
こ
と
は
、「
我
」
と
は
人
間
の

意
識
的
存
在
の
根
底
に
あ
る
と
こ
ろ
の
「
自
我
」
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

え
て
く
る
。
そ
れ
は
ア
イ
ヌ
の
口
承
文
芸
世
界
に
通
底
す
る
普
遍
的
な
観

念
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
「
我
」
は
、
飛
躍
を
懼
れ
ず
に
い
え

ば
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
漂
浪
の
な
か
で
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
肉
体

で
は
な
い
『
か
れ
自
身
』」［
久
保
田　

一
九
八
三　

二
八
六
頁
］
と
も
比

較
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

Ⅴ　

む
す
び　

　

文
学
に
お
け
る
一
人
称
叙
述
体
は
決
し
て
例
外
的
な
こ
と
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
鈴
木
啓
子
は
泉
鏡
花
の
『
唄
立
山
心
中
一
曲
』
を
取
り
上
げ
、

多
彩
な
登
場
人
物
の
叙
述
が
交
錯
す
る
文
体
の
一
人
称
に
つ
い
て
「
外
枠

の
地
の
文
の
日
常
と
地
続
き
の
一
人
称
、
内
枠
の
仕
方
的
な
一
人
称
、
最

内
枠
の
台
詞
と
し
て
の
演
劇
的
な
一
人
称
、
こ
の
三
種
の
一
人
称
の
配

合
・
配
列
、
三
段
階
の
転
移
・
転
調
が
鏡
花
の
一
人
称
の
表
現
機
構
の
特

色
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
［『
文
学
』
二
〇
〇
八　

一
〇
頁
（
座
談
会
）］。

ま
た
、
こ
の
外
枠
か
ら
内
枠
へ
と
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、「『
幻
想
性
』『
怪

異
性
』
の
度
合
い
が
強
く
な
る
。
一
人
称
の
枠
を
重
ね
て
、
日
常
か
ら
非

日
常
へ
と
読
者
を
誘
う
」
と
も
い
う
［『
文
学
』
二
〇
〇
八　

八
頁
（
座

談
会
）］。

　

日
本
文
学
に
お
け
る
一
人
称
叙
述
の
方
法
が
口
承
文
芸
で
あ
る
ア
イ
ヌ

の
叙
事
詩
に
ど
こ
ま
で
適
用
で
き
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
は
こ
こ
で
は
保

留
す
る
が
、
ユ
カ
ラ
の
叙
事
空
間
が
聴
き
手
を
非
日
常
的
な
幽
玄
の
世
界

へ
誘
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

ア
イ
ヌ
の
叙
事
詩
に
お
け
る
一
人
称
に
つ
い
て
は
そ
の
歴
史
的
起
源
、

シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
、
言
語
学
的
な
観
点
か
ら
区
々
議
論
さ
れ
て
き

て
い
る
。
そ
の
多
方
面
か
ら
の
議
論
に
加
え
て
、
本
稿
で
試
み
た
よ
う
な
テ

キ
ス
ト
の
分
析
に
も
と
づ
く
検
討
も
ま
た
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。
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（
Ａ
）
装
束

①

iki kór káiki 
し
は
し
た
れ
ど

shiyúkan katu 
わ
が
装
束
す
る
こ
と

aom
óm

m
om

o.（835

） 

わ
れ
絮
説
す（
前
の
ご
と
し
）。

②

ashírikínne 

さ
ら
に
ま
た

aeshiyúkpe 

わ
が
装
束
の
も
の
を

aeshiyúk katu 

わ
が
装
束
す
る
さ
ま
は

aom
óm

m
om

o.

（953

） 

前
の
如
し
。

③

akooshúrpa 

我
か
な
ぐ
り
棄
て

shiyúk-án katú 

我
が
装
束
す
る
こ
と

aom
óm

m
om

o.

（5430

） わ
れ
つ
ま
び
ら
か
に
述
ぶ
。

（
Ｂ
）
戦
い

④

tanépo sónno 

今
こ
そ
ま
こ
と
に

áinu ukóiki 

人
間
の
戦

shom
ó tapán na, 

に
は
あ
ら
ず
、

kam
úi rorúm

pe 

神
の
戦
い
を

anukán rokák 

見
た
ら
ん
に
は

áikoisám
pa, 

か
く
や
あ
ら
ん 

shém
koráchi 

そ
の
如
く

kam
úi hum

 ótta 

神
鳴
に
於
い
て
も

aom
óm

m
om

o. （3153

） 例
の
ご
と
く
な
り
。

⑤
K

am
úi húm

 ótta 

神
鳴
の
音
に
て
も

nép nép ótta 

何
々
に
て
も

aom
óm

m
om

o.（6600

） 

わ
れ
つ
ぶ
ら
に
叙
す
。

（
Ｃ
） 

首
領
た
ち
と
の
決
闘

⑥

Pikán rapóki 

あ
た
か
も
そ
の
時

Pónm
oshirúnkur 

ポ
ン
モ
シ
リ
び
と

ákotérke katu 

へ
我
が
跳
び
か
か
る
状

aom
óm

m
om

o

（3215

） 

一
々
述
ぶ
る
も
く
だ
く
だ
し
。

⑦

Pón C
húpkaúnkur 

若
き
チ
ュ
プ
カ
び
と

ipórkátkan 

そ
の
顔
の
い
ろ

isám
itara. 

失
せ
て
し
ま
い
た
り
。

A
kán rok áine 

わ
れ
ら
か
よ
う
に
し
て

arónnu katú 

わ
が
彼
を
殺
す
よ
う
を

aom
óm

m
om

o.（5897

） 

我
こ
と
こ
ま
か
に
述
ぶ
。

⑧

H
óshkinopo 

ま
づ
さ
き
に

iyótke kuni 

わ
れ
を
突
か
せ
て
は

shénturáisham
 

か
な
わ
じ
と

anekótekar, 

わ
れ
き
お
い
、

aótke katú 
 

わ
れ
よ
り
突
き
立
つ
る
よ

う
を

aom
óm

m
om

o.

（5908

） 

我
こ
と
細
か
に
述
ぶ
。

⑨

Ikém
nu níshpa 

讐
を
討
た
ん
と
怒
る
首
領

資
料　

金
田
一
京
助
『
虎
杖
丸
―
変
化
の
憑
依
、
恐
怖
の
憑
依
』（K

utune shirka,okokko-ituren chinom
a-ituren

）
に
現
れ
る aom

om
m

om
o.

　
　
　
（　

）
内
は
行
数
を
示
す
。
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M
enásshám

únkur 

メ
ナ
シ
シ
ヤ
ム
び
と
の

kiyánne níshpa 

年
長
の
首
領

ikotéttérke. 

我
に
跳
び
か
ゝ
る
。

A
kóiki katu 

我
が
討
つ
よ
う
は

aom
óm

m
om

o.（5941

） 

我
例
の
ご
と
く
縷
述
す
。

⑩

Repúnkur yúpi 

沖
の
国
の
兄
は

péure húm
she 

若
き
い
き
ざ
し

eyáirám
kotóro- 

も
て
わ
が
胸
臆
を

m
ew

é káne 

い
っ
ぱ
い
に
張
り

utéksam
-peká 

相
な
ら
び
て

írw
ákne níshpa 

兄
弟
の
首
領
を

akóiki katú 

わ
れ
ら
の
討
つ
こ
と

aom
óm

m
om

o.（6804

） 

わ
れ
こ
ま
ご
ま
述
ぶ
。

⑪

Pónm
osirúnkur 

ポ
ン
モ
シ
リ
び
と

itóm
tékechíu 

我
へ
よ
ろ
め
き
か
ゝ
り

atóm
tékechíu 

我
も
彼
へ
よ
ろ
め
き
か
ゝ
り

uw
ékohópi 

互
い
に
は
な
れ
て
は

aw
óm

a-án m
a 

膝
も
て
這
い
て

payé-an katú 

又
行
く
さ
ま
を

aom
óm

m
om

o.

（5979

） わ
れ
絮
説
す
。

⑫

K
í rok áine 

さ
す
る
程
に

tané ne kusú 

今
と
て
は

A
túisarúnkur 

ア
。ツ
イ
サ
ラ
び
と

poníune níshpa 

年
下
の
首
領

itóm
tékechíu 

よ
ろ
め
い
て
我
へ
た
お
れ

atóm
tékechíu 

 

我
も
よ
ろ
め
い
て
彼
へ
た

お
れ

uekóhopí  

互
に
戻
り
て
は

aóm
a-án m

a 

又
四
つ
這
い
に
な
り
て

payé-án katú 

行
く
こ
と

aom
óm

m
om

o.（6675

） 

わ
れ
つ
ば
ら
に
説
く
。

（
Ｄ
）
話　
（「
別
伝
」
よ
り
）

⑬

Setakno kane 
し
ば
ら
く

huihuina w
a 

は
じ
め
よ
り

aom
óm

m
om

o kane

（4563

）　

こ
ま
ご
ま
と

itak-an chiki, 

わ
が
云
い
け
れ
ば
、

chikupso-pa ta 
 

う
た
げ
の
む
し
ろ
の
上
座

に
も

chikupso-kesh ta 
 

う
た
げ
の
む
し
ろ
の
下
座

に
も

tan inne kunip 

さ
し
も
大
勢
の
人
々

hepokiki w
a okai 

顔
を
伏
せ
て
居
り

nep haw
e ka 

何
ひ
と
つ
い
う
声
も

nep hum
i ka 

 

何
み
じ
ろ
ぎ
ひ
と
つ
す
る

音
も

oararisam
.  

更
に
更
に
な
し
。

⑭　
『
小
和
人
』
よ
り

atureshipo  

わ
が
妹

oruipene 
 

抜
き
身
の

pon seppaum
be 

小
さ
な
刀

ani kane 
 

を
も
っ
て

harkiso-ka ta 

左
座
の
上
に

roshki kane 

建
て
つ
つ

tapne kane 

か
よ
う
に
し
て

T
om

isam
bechi 

ト
ミ
サ
ン
ペ
ツ

Shinutapka ta 

シ
ヌ
タ
プ
カ
な
る

aw
en-saha  

わ
る
い
姉
さ
ん

haw
e-an kor 

物
言
い
つ
つ

ahun w
a katkor shiri 

入
っ
て
き
て
や
っ
た
様
子
を

koom
om

m
o.

（5274

） 

つ
ま
び
ら
か
に
す
る
。
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八
九　

三
一
書
房
所
収　

二
六
―
三
〇
頁

金
成
ま
つ
筆
録
・
金
田
一
京
助
訳
註
『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩　

ユ
ー
カ
ラ
集
Ⅲ
』

一
九
七
六
（
一
九
六
三
）
三
省
堂

『
文
学
』「
特
集　

一
人
称
と
い
う
方
法
」
第
九
巻
・
第
五
号　

二
〇
〇
八

久
保
正
彰
『「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
伝
説
と
叙
事
詩
』（
岩
波
セ
ミ
ナ
ー

ブ
ッ
ク
ス
３
）
一
九
八
三　

岩
波
書
店

久
保
寺
逸
彦
『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩　

神
謡
・
聖
伝
の
研
究
』
一
九
七
七　

岩

波
書
店

「
イ
ム
ー
の
話
」（
谷
川
健
一
編
）『
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成
六　

巫
女

の
世
界
』
一
九
八
九　

三
一
書
房
所
収　

二
〇
―
二
五
頁

鈴
木
啓
子
「
伝
説
の
一
人
称
―
泉
鏡
花
『
唄
立
山
心
中
一
曲
』
の
表
現
機

構
」『
文
学
』
第
九
巻
・
第
五
号　

二
〇
〇
八　

六
〇
―
七
四
頁

中
川　

裕
「
ア
イ
ヌ
文
学
の
人
称
」（
久
保
田
他
編
）『
口
承
文
学
・
ア

イ
ヌ
文
学
』
岩
波
講
座
（
日
本
文
学
史　

第
一
七
巻
）　

一
九
九
七　

二
〇
一
―
二
一
一
頁

福
田
晃
「
成
巫
儀
礼
と
神
口
・
神
語
り—

宮
古
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
ー
を
め

ぐ
っ
て
」『
口
承
文
藝
研
究
』
第
十
五
号　

一
九
九
二　

一
―
十
八
頁

　
「
奥
浄
瑠
璃
『
田
村
三
代
記
』
の
古
層
」『
口
承
文
藝
研
究
』
第
二
十
七

号　

二
〇
〇
四　

一
―
三
三
頁

　
『
神
語
り
の
誕
生　

折
口
学
の
深
化
を
め
ざ
す
』
二
〇
〇
九　

三
弥
井

書
店

藤
井
貞
和
「
物
語
人
称
と
神
話
叙
述
」『
声
と
か
た
ち
の
ア
イ
ヌ
・
琉
球

史
』
二
〇
〇
七　

森
話
社　

四
一
―
八
六
頁

松
前　

健
「
神
話
語
り
の
形
式
と
伝
統
」（
君
島
久
子
編
）『
日
本
基
層
文

化
の
探
求　

日
本
民
間
信
仰
の
源
流
』　

一
九
八
九　

小
学
館　

八
―

三
九
頁

山
下
欣
一
『
奄
美
説
話
の
研
究
』
一
九
七
九　

法
政
大
学
出
版
局

　
「
南
島
民
間
神
話
の
問
題
」『
口
承
文
藝
研
究
』
第
五
号　

一
九
八
二　

四
一
―
四
六
頁
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注（
1
） 

錦
衣kam

ui kosonde

「kosonte,kosonde,kosonto

色
々
に
い

う
が
邦
語
小
袖
を
取
入
れ
た
語
。kam

ui kosonde

と
呼
ん
で
い

る
物
は
錦
糸
銀
糸
を
以
て
模
様
を
出
し
た
昔
の
小
袖
で
、
多
く
赤

地
の
錦
の
、
女
物
な
ど
」
で
、
晴
れ
の
席
に
着
ら
れ
た
［
金
田
一

　

一
九
三
一　

二
五
〇
頁　

脚
註
］。

（
2
） 

神
刀kam

ui im
ut-tam

「kam
ui ranke tam

u

と
も
い
う
。
外

来
品
の
和
人
の
製
で
な
い
も
の
をkam

ui karpe=

神
の
造
っ
た
も

の
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
古
い
山
丹
系
統
の
舶
来
物
な
ど
が

あ
る
。
刀
身
に
龍
を
彫
っ
て
あ
る
刀
な
ど
」［
金
田
一　

一
九
三
一　

二
五
〇
頁　

脚
註
］。

（
3
） 

黄
金
の
鉤
帯uw

ok-kane-kut

「
今
の
バ
ン
ド
様
の
も
の
、
腰
の
周

り
い
っ
ぱ
い
に
ぜ
ん
ま
い
の
下
が
っ
て
い
る
胴
じ
め
」［
金
田
一　

一
九
三
一　

二
五
〇
頁　

脚
註
］
と
あ
り
、一
般
に
は
樺
太
で
「
シ
ャ

マ
ン
の
締
め
る
も
の
」
と
み
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ア

イ
ヌ
に
隣
接
す
る
諸
民
族
で
は
魚
皮
衣
の
上
に
着
用
さ
れ
た
。

（
4
） 

黄
金
の
小
兜kane pon kasa

「
小
さ
い
陣
笠
状
の
も
の
。
古
く

は
宗
谷
海
峡
方
面
か
ら
舶
載
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
」［
金
田
一　

一
九
三
一　

二
五
〇
頁　

脚
註
］。

（
5
） 

帰
神riw

ak kam
ui

「
死
ん
で
天
国
へ
帰
る
と
い
う
時
は
盛
装
さ

し
て
神
々
し
く
す
る
。
そ
れ
を
帰
神
と
い
う
。
例
え
ば
熊
送
の
時
、

熊
の
頭
を
新
し
い
削
り
花
を
以
て
神
聖
に
す
る
。
…
之
を
神
壇
に

飾
りriw

ak kam
ui

と
云
っ
て
神
聖
視
し
、
ま
た
あ
が
め
る
。
自

分
な
が
ら
帰
神
の
よ
う
に
な
っ
た
と
は
、
す
っ
か
り
盛
装
し
て

自
分
で
ほ
め
る
詞
」。
帰
尊riw

ak pito

は
同
義
。［
金
田
一　

一
九
三
一　

二
五
二
頁　

脚
註
］

（
6
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
［
荻
原　

一
九
九
七
］
第
三
部
第
三
章
「
ア
イ

ヌ
の
神
謡
（
一
）
動
物
説
話
の
類
型
」
に
考
察
を
試
み
た
。

（
7
） 

こ
の
神
謡
六
の
人
称
は
ア
ン
、
ア
／
ア
ン
で
、
ユ
カ
ラ
の
人
称
形
式

と
同
じ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
四
人
称
と
さ
れ
て
い
る
形
式
で
あ

る
。

（
補
注
）
こ
の
同
じ
話
の
少
し
前
にkoom

om
m

o 

の
語
が
も
う
一
箇
所

（
四
五
三
八
行
）
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
「『
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
』

は
結
尾
に
今
一
つm

o

が
あ
る
べ
き
だ
。ko-om

om
m

om
o

が
正
し

い
形
」
と
あ
る
［
金
田
一　

一
九
三
一　

二
四
八
ペ
ー
ジ
註
］。

（
お
ぎ
は
ら
・
し
ん
こ
／
帝
京
平
成
大
学
）


