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◆ キーワード　カムイ／アイヌ／散文説話／夢見／ジャンル

カ
ム
イ
か
ら
の
意
思
伝
達
の
あ
り
方

─
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
散
文
説
話
を
中
心
に
─

大 

谷　

洋 

一

は
じ
め
に

ア
イ
ヌ
（
人
間
）
の
伝
統
的
な
考
え
で
は
、
ア
イ
ヌ
が
人
間
世
界
で
暮
ら

す
た
め
に
カ
ム
イ
（
神
）
の
加
護
を
必
要
と
し
、
カ
ム
イ
も
ま
た
ア
イ
ヌ
に

祭
ら
れ
る
こ
と
で
神
の
世
界
で
の
神
格
が
高
ま
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
互
恵
関

係
の
継
続
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
両
者
は
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
る
。
ア

イ
ヌ
が
カ
ム
イ
へ
用
件
を
伝
え
る
場
合
は
、
火
の
カ
ム
イ
に
仲
介
を
依
頼
し

て
他
の
神
々
に
祈
り
ご
と
を
伝
え
て
も
ら
う
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

で
は
、
カ
ム
イ
か
ら
ア
イ
ヌ
へ
の
意
思
伝
達
の
方
法
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
実
証
的
な
調
査
に
基
づ
い
て
い

る
論
考
は
乏
し
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
ア
イ
ヌ
口
承
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
の
中

で
も
っ
と
も
現
実
的
な
人
間
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る

散
文
説
話
を
調
査
対
象
に
し
て
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
人
間
以
外
の
存
在
か
ら

の
意
思
伝
達
の
方
法
を
デ
ー
タ
化
し
て
比
較
分
析
を
行
っ
た
。

今
回
は
散
文
説
話
の
伝
承
地
を
北
海
道
に
限
定
し
て
い
る
。
そ
の
理
由

は
、
資
料
収
集
を
始
め
た
当
初
に
サ
ハ
リ
ン
と
北
海
道
の
口
承
文
芸
の
相

違
点
が
想
定
し
た
い
た
以
上
に
大
き
い
と
い
う
感
触
が
あ
り
、
両
者
を
同

列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

北
海
道
ア
イ
ヌ
の
散
文
説
話
を
対
象
に
カ
ム
イ
か
ら
の
意
思
伝
達
の
多
様

性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
試
み
の
中
で
、
特
に
夢
見
の
特
徴
を
掴
ん

だ
の
で
そ
れ
を
報
告
す
る
。

一
．
先
行
研
究
と
そ
の
問
題
点

一
．
一　

夢
見
と
巫
女
を
中
心
と
し
た
概
説
が
多
い

先
行
研
究
の
初
期
段
階
で
は
、
巫
女
を
中
心
と
し
た
概
説
に
と
ど
ま
る

か
、
夢
見
に
よ
る
占
い
な
ど
の
特
定
の
事
象
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

例
え
ば
吉
田
巌
「
夢
に
関
す
る
ア
イ
ヌ
の
説
話
」（
一
九
一
二
）、
金
田
一

京
助
「
蝦
夷
の
謡
い
物
に
見
え
る
巫
女
」（
一
九
一
五
）、
同
「
神
が
か
り

の
話
」（
一
九
二
九
ａ
）、
同
「
巫
女
の
神
語
か
ら
叙
事
文
学
へ
の
誕
生
へ
」

（
一
九
二
九
ｂ
）、
同
「
ア
イ
ヌ
と
夢
」（
一
九
三
二
）
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
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後
も
、犬
飼
哲
夫「
ア
イ
ヌ
の
夢
う
ら
な
い
」（
一
九
五
七
）、高
倉
新
一
郎「
呪

術
・
巫
術
」（
一
九
六
九
）
な
ど
で
事
例
が
報
告
さ
れ
て
き
た
。
巫
女
に
つ

い
て
は
、
久
保
寺
逸
彦
「『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩　

神
謡
・
聖
伝
の
研
究
』
概
説
」

（
一
九
七
七
）
に
詳
し
い
が
、
こ
れ
は
金
田
一
の
仮
説
同
様
に
「
巫
女
の
託

宣
歌
（
巫
謡
）」
が
ア
イ
ヌ
文
学
の
起
源
で
あ
る
こ
と
を
説
く
こ
と
を
主
眼

と
し
た
論
考
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
知
里
真
志
保
は
『
え
ぞ
お
ば
け
列
伝
』（
一
九
六
一
）
の
「
９
．

魔
の
呼
び
声
─
付
、
幻
聴
・
幻
視
な
ど
の
こ
と
─
」
の
章
で
、
そ
れ
ら

と
は
異
な
っ
た
ア
イ
ヌ
の
体
験
談
を
十
例
ほ
ど
紹
介
す
る
。
ア
イ
ヌ
が
カ

ム
イ
や
魔
物
の
声
を
聞
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
知
里
独
自
の
着
眼
点

に
よ
る
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
の
章
の
最
終
段
落
で
知
里
は
「
化
け
も
の
」

の
語
源
解
釈
を
す
る
中
で「
巫
者
」と
の
関
連
を
示
唆
し
た（
二
二
ペ
ー
ジ
）。

　

イ
コ
ン
ヌ
プ
は
、今
は「
化
け
も
の
」の
意
に
な
っ
て
い
る
が
、動
詞「
イ

コ
ン
ヌ
」「
エ
イ
コ
ン
ヌ
」
は
「
予
兆
す
る
」「
前
兆
と
な
る
」「
予
兆
で

人
に
知
ら
せ
る
」
の
意
味
を
持
ち
語
源
はi-ko-nu-p

（
神
・
に
対
し
て
・

聞
く
・
者
）e-i-ko-nu-p

（
そ
れ
に
よ
っ
て
・
神
・
に
・
聞
く
・
者
）
で
、

も
と
「
巫
者
」
あ
る
い
は
「
巫
者
の
憑
神
」
を
さ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
推
測
の
基
と
な
る
体
験
談
に
は
「
巫
者
」
や
「
憑
き
神
」
は
一
切

登
場
し
な
い
が
、
そ
れ
は
知
里
の
記
述
の
最
終
行
で
唐
突
に
現
れ
る
。
や

は
り
知
里
も
「
巫
者
」
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
伺

え
る
。

筆
者
は
自
身
の
生
育
環
境
あ
る
い
は
採
録
調
査
な
ど
で
、
身
近
に
い
た

ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
か
ら
多
様
な
予
兆
の
体
験
談
を
聞
い
て
い
る
。
顔
面
の

ひ
く
つ
く
部
位
、
夢
見
、
動
物
や
鳥
の
鳴
き
声
や
仕
草
を
観
察
す
る
こ
と

に
よ
り
、
客
が
来
る
こ
と
、
身
内
に
起
き
る
災
難
、
火
事
な
ど
を
予
感
し

た
と
い
う
話
題
が
日
常
的
に
話
さ
れ
て
い
た
。
筆
者
の
行
う
調
査
の
基
本

姿
勢
は
、
特
別
な
存
在
で
は
な
い
一
般
人
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
の
体
験
談
や

そ
の
よ
う
な
ア
イ
ヌ
が
主
人
公
と
し
て
語
ら
れ
る
散
文
説
話
の
中
か
ら
の

デ
ー
タ
収
集
を
先
決
問
題
と
し
て
、
そ
こ
に
巫
者
や
憑
き
神
が
ど
う
関
わ

る
の
か
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
「
託
宣
は

巫
女
が
受
け
る
」
と
い
う
先
入
観
を
取
り
払
っ
て
調
査
を
進
め
る
べ
き
と

考
え
る
。

一
．
ニ　
「
神
謡
」
を
主
な
素
材
と
し
た
夢
見
に
関
す
る
先
行
研
究

本
稿
の
目
的
と
類
似
し
た
先
行
研
究
に
、
田
中
聖
子
「
ア
イ
ヌ
の
口
承

文
芸
に
お
け
る
夢
に
つ
い
て
」（
一
九
九
三
）
が
あ
る
。
そ
の
第
一
章
で

は
神
謡
に
お
け
る
夢
見
の
特
徴
を
述
べ
、
第
二
章
で
は
神
謡
以
外
の
「
英

雄
詞
曲
・
昔
話
・
伝
説
・
体
験
談
・
各
種
歌
謡
」
を
総
覧
し
た
う
え
で
口

承
文
芸
全
般
の
夢
見
の
特
徴
を
述
べ
た
。
第
三
章
で
は
夢
見
以
外
の
具
体

的
な
意
思
伝
達
の
方
法
を
列
記
し
て
い
る
。
第
一
章
に
つ
い
て
の
調
査
対

象
は
、
久
保
寺
逸
彦
（
一
九
七
七
）
に
掲
載
さ
れ
た
百
六
編
の
神
謡
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
し
た
夢
見
の
共
通
点
を
田
中
は
次
の
と
お
り
述
べ

た
（
二
三
六
ペ
ー
ジ
）。
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イ　

夢
を
見
る
者
は
、
だ
い
た
い
人
間
か
人
文
神
オ
キ
ク
ル
ミ
で
あ
る
。

ロ　

夢
を
見
せ
る
者
は
、
す
べ
て
神
で
あ
る
。

ハ 　

夢
の
内
容
は
、
こ
う
い
う
わ
け
で
こ
う
な
っ
た
の
だ
と
こ
と
の
経
緯

や
次
第
を
述
べ
る
も
の
が
一
番
多
く
、
こ
の
ほ
か
に
、
忠
告
す
る
も
の
、

原
因
や
理
由
を
教
え
る
も
の
、
未
来
を
予
言
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

ニ 　

夢
見
の
理
由
は
、
夢
を
見
さ
せ
た
相
手
に
対
す
る
愛
情
や
同
情
か

ら
、
ま
た
は
自
分
が
こ
う
し
て
や
っ
た
ん
だ
か
ら
こ
う
い
う
結
果
に

な
っ
た
と
神
が
人
間
に
自
分
の
手
柄
・
功
績
を
報
告
す
る
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。

ホ 　

夢
見
の
効
果
・
結
果
は
、
神
が
夢
を
見
せ
た
相
手
に
感
謝
さ
れ
丁

重
に
祭
っ
て
も
ら
い
神
格
を
高
め
た
と
い
う
も
の
、
現
実
が
夢
の
と

お
り
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
知
見
に
よ
っ
て
も
正
し
い
見
解
で
あ
ろ

う
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
論
拠
と
な
る
夢
見
の
話
数
が
十
五
編
と
少
な
い

た
め
に
十
分
な
説
得
力
に
欠
け
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
地
域
を
見
て
も
、
旭
川

伝
承
の
一
話
を
除
い
た
他
は
全
て
日
高
地
方
沙
流
川
筋
な
の
で
、
北
海
道
全

域
の
神
謡
に
お
け
る
夢
見
の
共
通
点
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
第
二

章
か
ら
第
三
章
に
至
る
考
察
に
用
い
た
資
料
は
、
日
本
語
訳
の
梗
概
が
数
多

く
含
ま
れ
て
お
り
、そ
の
二
次
的
資
料
の
多
い
こ
と
や「
イ
」の「
だ
い
た
い
」

と
か
「
ニ
」
や
「
ホ
」
の
「
～
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
は
、

僅
か
な
資
料
を
基
に
し
た
論
考
と
し
て
は
や
や
ア
バ
ウ
ト
で
あ
る
。
筆
者
は

そ
こ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
事
象
や
神
謡
に
お
け
る
夢
見
話
の
少
な
い
点
に
注

目
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

先
行
研
究
を
見
渡
す
と
十
分
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
成
果
は
少
な
い
。
こ

の
よ
う
な
調
査
は
、
口
承
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
研
究
に
も
密
接
に
関
わ
る
問
題

な
の
で
あ
り
、
資
料
調
査
は
出
来
る
限
り
悉
皆
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

二
．
意
思
伝
達
方
法
の
区
分

本
調
査
で
は
次
の
と
お
り
に
意
思
伝
達
の
方
法
を
区
分
し
た
。
そ
の
区
分

の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
各
種
文
献
の
記
述
等
も
引
用
し
て
補
足
説
明
と

す
る
。

（
一
）
夢
見

カ
ム
イ
あ
る
い
は
死
者
の
霊
が
人
間
の
夢
に
現
れ
て
告
げ
る
。
物
語
中

で
「
夢
見
し
た
」
と
い
う
表
現
が
省
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、本
調
査
で
は
「
夢
」
に
該
当
す
る
ア
イ
ヌ
語
「
ウ
ェ
ン
タ
ラ
プ
」「
タ

カ
ラ
」「
チ
ニ
タ
」
で
表
現
さ
れ
た
も
の
を
こ
の
事
例
と
し
た
。

（
二
）
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ

実
際
に
存
在
し
て
い
な
い
も
の
が
見
え
た
と
述
べ
る
事
例
。
物
語
中
で

「
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
の
は
珍
し
く
、「
見
た
よ
う
に

思
わ
せ
た
（
見
さ
せ
た
）」
と
い
う
意
味
の
ア
イ
ヌ
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ら
も
こ
の
事
例
と
し
た
。

中
川
裕
（
一
九
九
五
）「
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ ohainkar

【
動
１
】
幻
を
見
る
：

＜
oha

「
空
で
あ
る
」inkar

「
見
る
」」（
一
二
四
ペ
ー
ジ
）

田
村
す
ず
子
（
一
九
九
六
）「ohainkar

オ
ハ
イ
ン
カ
ラ
［oha-inkar
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【
自
動
】 

何
も
な
い
・
見
る
］
ま
ぼ
ろ
し
を
見
る
。」（
四
五
五
ペ
ー
ジ
）

萱
野
茂
（
一
九
九
六
）「
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ
【oha-inkar

】
幻
覚
（
を
見
る
）、

幻
を
見
る
．」
付
帯
説
明
と
し
て
「
ず
う
っ
と
昔
、
山
門
別
村
に
、
国
土
の

他
に
い
る
化
け
物
と
い
う
恐
ろ
し
い
物
の
幻
を
見
た
者
が
い
た
と
い
う
．

大
き
い
牛
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
て
白
と
黒
の
ま
だ
ら
の
も
の
だ
と
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
．」
と
記
述
。（
一
七
七
ペ
ー
ジ
）

知
里
真
志
保
（
一
九
六
一
）
の
記
述
。「
オ
ハ
イ
ン
カ
ル
（
幻
視
）
と
い

う
こ
と　

つ
い
で
だ
か
ら
書
い
て
お
く
が
、
山
野
を
行
く
際
な
ど
、
突
然

あ
ら
ぬ
場
所
に
山
や
川
な
ど
が
現
れ
て
行
く
手
を
さ
え
ぎ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
う
い
う
と
き
は
、
か
な
ら
ず
神
に
祈
り
な
が
ら
引
き
返
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
悪
い
ク
マ
に
会
っ
て
殺
さ
れ
る
か
、
種
々
の
凶

変
に
会
う
と
い
う
。」（
二
一
ペ
ー
ジ
）

片
山
龍
峯
（
一
九
九
二
）「
イ
シ
カ
リ　

ウ
ン　

メ
ノ
コ　

オ
ハ
イ
ン

カ
ラ
（
ウ
エ
ペ
ケ
レ
）
ま
ぼ
ろ
し
を
見
た
石
狩
の
女
（
散
文
説
話
）」「
シ
ナ

の
皮
剥
を
し
て
い
る
と
、
カ
ラ
ス
の
群
が
食
料
な
ど
を
つ
つ
い
て
ま
き
散

ら
し
て
い
る
様
子
が
見
え
た
の
で
怒
鳴
っ
た
が
カ
ラ
ス
は
逃
げ
な
か
っ
た
。

近
寄
っ
て
見
る
と
カ
ラ
ス
は
い
な
か
っ
た
。」（
四
八
ペ
ー
ジ
）

現
地
調
査
に
よ
る
体
験
談
の
要
約
、
松
島
ト
ミ
さ
ん
（
一
九
九
四
年
九

月
三
十
日
、
採
録
資
料CC0000315

）「
村
人
が
鉄
橋
を
歩
い
て
渡
っ
て
い

た
と
こ
ろ
、
見
た
こ
と
の
な
い
白
い
髭
を
生
や
し
た
老
人
が
現
れ
て
「
早

く
逃
げ
ろ
」
と
手
を
振
っ
て
警
告
し
て
い
る
の
を
、
見
え
た
人
だ
け
が
走
っ

て
渡
っ
た
。
そ
の
直
後
、
臨
時
列
車
が
来
て
他
の
人
た
ち
は
は
ね
飛
ば
さ

れ
た
。
わ
し
の
両
親
は
そ
の
時
に
死
ん
だ
。（
神
様
な
ら
ば
）
み
ん
な
に
見

せ
れ
ば
い
い
の
に
。」
と
い
う
よ
う
に
、
声
を
伴
う
場
合
も
あ
る
。

（
三
）
オ
ハ
イ
ヌ

物
語
中
で
は
植
物
や
鳥
や
魚
が
会
話
す
る
の
を
人
の
声
と
し
て
聞
く
こ

と
を
い
う
。「
オ
ハ
イ
ヌ
」
と
い
う
言
葉
が
出
な
い
場
合
で
も
、
誰
も
い
な

い
の
に
声
が
聞
こ
え
た
場
面
を
こ
の
事
例
と
し
た
。

萱
野
茂
（
一
九
九
六
）「
オ
ハ
イ
ヌ
【oha-inu

】
幻
聴
（
を
聴
く
）」
付

帯
説
明
と
し
て
「
ず
う
っ
と
昔
、
宿
志
別
川
の
上
流
で
ア
イ
ヌ
の
若
者
が

三
人
ほ
ど
み
ぞ
れ
の
降
る
中
を
道
に
迷
っ
た
．
暗
く
な
っ
て
野
宿
し
た
時

に
幻
聴
で
あ
る
ア
オ
バ
ズ
ク
の
声
を
聞
い
た
者
は
死
に
，
聞
か
な
か
っ
た

者
は
生
き
た
と
い
う
．」（
一
七
七
ペ
ー
ジ
）

知
里
真
志
保
（
一
九
六
一
）
の
記
述
。

　
「
神
々
の
名
を
呼
び
会
う
声　

山
の
中
で
、
自
分
の
名
で
な
く
、
誰
か

知
ら
ぬ
人
の
名
が
呼
ば
れ
る
の
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
実
は
神
の

名
で
、
神
々
が
山
を
隔
て
て
名
を
呼
び
か
わ
し
て
い
る
の
だ
。
そ
う
い
う

名
を
聞
い
た
ら
、
そ
れ
を
自
分
の
子
ど
も
に
つ
け
る
と
そ
の
子
は
長
命
を

保
つ
と
い
う
。

　

そ
ら
耳
と
い
う
こ
と　

何
か
し
て
い
る
と
き
、
ふ
と
自
分
の
名
を
呼

ば
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
こ
と
が
あ
る
。
方
言
に
よ
っ
て
「
オ
ア・イ
ヌ
」

「
オ
ワ
・
イ
ヌ
」「
オ
ハ
・
イ
ヌ
」（
空
聞
き
の
意
）
な
ど
と
い
う
。
こ
れ

は
、
あ
の
世
の
人
に
も
、
こ
の
世
の
人
と
同
じ
名
が
あ
る
も
の
な
の
で
、

あ
の
世
の
人
々
ど
う
し
で
名
を
呼
び
あ
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
い
う
の

を
聞
い
て
、
う
っ
か
り
返
事
を
し
た
と
き
は
、
か
な
ら
ず
改
名
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」（
一
七
ペ
ー
ジ
に
四
つ
の
事
例
）



118

（
四
）
面
談

カ
ム
イ
が
ア
イ
ヌ
と
対
面
し
た
状
態
で
意
思
を
伝
え
る
事
例
。

（
五
）
巫
術
（
ト
ゥ
ス
）

ア
イ
ヌ
が
巫
術
に
よ
っ
て
カ
ム
イ
の
意
思
を
告
げ
る
事
例
。「
ト
ゥ
ス
」

と
い
う
表
現
が
な
い
場
合
は
、
ア
イ
ヌ
語
で
「
神
に
言
わ
さ
れ
た
」
あ
る

い
は
「
自
分
で
は
思
っ
て
も
い
な
い
の
に
言
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
表

現
が
あ
れ
ば
事
例
と
し
た
。

中
川
裕
（
一
九
九
五
）「
ト
ゥ
ス tusu

【
動
１
】
ト
ゥ
ス
す
る
。
ト
ゥ
ス
：

病
気
を
治
し
た
り
、
未
来
を
占
っ
た
り
す
る
巫
術
。」（
二
七
七
ペ
ー
ジ
）

田
村
す
ず
子（
一
九
九
六
）「tusu  
ト
ゥ
ス [【
自
動
】①
神
お
ろ
し（
巫
術
）

を
す
る
（
神
が
の
り
う
つ
っ
て
、
神
の
言
葉
を
言
い
、
神
の
力
で
普
通
の

人
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
当
て
、
普
通
の
人
に
は
で
き
な
い
よ
う
な
癒

し
（
い
や
し
）
な
ど
を
行
う
）。
②
（
名
詞
と
し
て
）
神
お
ろ
し
す
る
こ
と
。」

（
七
四
三
ペ
ー
ジ
）

萱
野
茂
（
一
九
九
六
）「
ト
ゥ
ス
【tusu

】
呪
術
：
占
う
，
占
い
に
よ
っ

て
託
宣
を
出
す.

」（
三
二
九
ペ
ー
ジ
）

（
六
）
そ
の
他

盗
み
聞
き
、
手
紙
、
動
植
物
の
仕
草
か
ら
判
断
、
鳴
き
声
の
聞
き
な
し

な
ど
。（
一
）
～
（
五
）
及
び
（
七
）
に
含
ま
れ
な
い
も
の
。

（
七
）
不
明

カ
ム
イ
か
ら
の
意
思
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
伝
達
方
法
が
語
ら

れ
て
い
な
い
も
の
（
簡
略
化
し
て
語
ら
れ
た
場
合
に
生
じ
る
）。

三
．
調
査
方
法
に
つ
い
て

三
．
一　

文
献
目
録
の
作
成

ま
ず
調
査
の
出
発
点
と
し
て
、
ア
イ
ヌ
語
原
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ア

イ
ヌ
口
承
文
芸
の
文
献
目
録
を
エ
ク
セ
ル
で
作
成
し
た
。
書
誌
事
項
と
し

て
、
文
献
名
、
文
献
中
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
物
語
の
題
名
、
掲
載
ペ
ー
ジ
、

文
芸
ジ
ャ
ン
ル
、
語
り
手
、
採
録
年
、
採
録
地
、
音
声
資
料
の
所
在
、
口

演
時
間
、
採
録
者
、
翻
訳
者
、
発
行
所
、
発
行
年
月
日
な
ど
を
入
力
す
る

と
共
に
、
何
ら
か
の
成
果
が
期
待
で
き
る
項
目
と
し
て
、
主
人
公
の
名
前
、

主
人
公
の
生
活
地
、
登
場
人
物
、
地
名
な
ど
を
記
し
た
。
こ
の
文
献
目
録

を
基
に
、
以
下
の
凡
例
に
よ
り
事
例
を
入
力
し
た

（
１
）。

三
．
二　

調
査
対
象
と
し
た
散
文
説
話
の
下
位
区
分

原
則
と
し
て
、
語
り
手
自
身
が
述
べ
た
ジ
ャ
ン
ル
呼
称
を
用
い
る
が
、

そ
の
記
述
が
な
い
場
合
は
採
録
者
や
翻
訳
者
の
記
述
し
た
呼
称
を
記
し
た
。

散
文
説
話
の
一
般
的
な
下
位
区
分
で
は
以
下
に
記
す
（
一
）
と
（
二
）
を

一
括
り
に
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
伝
承
地
域
が
異
な
る
た
め
に
事
例
内
容

に
も
違
い
が
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
区
分
し
た
。

（
一
）
ウ
ウ
ェ
ペ
ケ
レ uw

epeker  

北
海
道
西
南
部
の
散
文
説
話
。
通
常
の

主
人
公
は
ア
イ
ヌ
で
あ
る
が
、
稀
に
カ
ム
イ
や
和
人
が
な
る
。

（
二
）
ト
ゥ
イ
タ
ク tuytak 

北
海
道
中
央
・
東
部
の
散
文
説
話
。
通
常
の
主

人
公
は
ア
イ
ヌ
で
あ
る
が
、
稀
に
カ
ム
イ
や
和
人
が
な
る
。

（
三
）
伝
説　

ウ
パ
シ
ク
マ upaskum

a

／
ウ
チ
ャ
シ
ク
マ ucaskum

a

／
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イ
コ
ペ
プ
カ ikopepka 

年
長
者
が
若
手
に
聞
か
せ
る
重
要
な
言
い
伝
え
。

先
祖
の
こ
と
や
語
り
手
自
身
の
半
生
を
語
っ
た
も
の
を
含
む
。

（
四
） 
隣
の
爺
型　

パ
ナ
ン
ペ　

ペ
ナ
ン
ペ pananpe penanpe

／
な
ぜ

話
。
語
り
手
が
「
子
供
だ
ま
し
」
と
表
現
す
る
こ
と
の
多
い
、
幼
児
向
け

の
語
り
も
の
で
あ
る
。

三
．
三　

意
思
伝
達
の
方
法
を
知
る
た
め
の
項
目
立
て

（
一
）「
カ
ム
イ
」
に
区
分
す
る
も
の

ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
カ
ム
イ
と
は
、
動
物
や
植
物
、
太
陽
や
月
、
火
や
水
、

雷
や
風
な
ど
の
自
然
現
象
や
病
気
な
ど
の
ほ
か
、
人
の
手
で
作
ら
れ
た
舟

や
臼
な
ど
の
道
具
も
含
む
。
神
格
が
低
い
も
の
は
動
植
物
の
名
称
の
み
で

表
現
さ
れ
る
が
そ
の
場
合
も
カ
ム
イ
と
し
た
。
つ
ま
り
「
チ
ロ
ン
ヌ
プ　

カ

ム
イ
（
キ
ツ
ネ
の
神
）」
も
「
チ
ロ
ン
ヌ
プ
（
キ
ツ
ネ
）」
も
カ
ム
イ
と
す
る
。

ま
た
、人
を
殺
め
る
な
ど
の
行
為
を
し
た
も
の
が
「
悪
い
神
」「
化
け
物
」「
魔

物
」
な
ど
と
い
う
日
本
語
訳
で
表
現
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
物
語
後
半
で
改

心
し
て
カ
ム
イ
と
し
て
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
カ
ム
イ
と
す
る
。
つ
ま

り
、
語
り
納
め
ま
で
「
魔
物
」
扱
い
を
受
け
た
も
の
は
「
化
け
物
・
魔
物
」

に
区
分
し
た
。

（
二
）
内
容
分
析
の
た
め
の
主
な
入
力
項
目

①
伝
達
方
法
（
夢
／
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ
／
オ
ハ
イ
ヌ
／
面
談
／
巫
術
／
そ
の

他
／
不
明
）
②
受
け
手
区
分
（
神
／
化
け
物
・
魔
物
／
人
／
パ
ナ
ン
ペ
等

／
そ
の
他
（
幽
霊
な
ど
））
③
受
け
手
善
悪
（
良
い
／
悪
い
）
④
受
け
手
性

別
（
男
／
女
／
不
明
／
男
女
共
）
⑤
送
り
手
区
分
（（
１
）
同
様
）
⑥
送
り

手
善
悪（（
２
）同
様
）⑦
送
り
手
性
別（（
３
）同
様
）⑧
情
報
の
方
向
性（
下

流
か
ら
／
上
流
か
ら
／
天
か
ら
／
地
下
か
ら
／
そ
の
他
）
⑨
受
け
手
名
称

（
ア
イ
ヌ
語
名
／
日
本
語
訳
の
名
）
⑩
受
け
手
数
（
意
思
の
伝
達
を
同
時
に

受
け
た
も
の
の
数
）
⑪
送
り
手
名
称
（
意
思
を
伝
達
し
た
も
の
の
ア
イ
ヌ

語
の
名
前
）
⑫
姿
（
意
思
を
伝
達
し
た
と
き
の
姿
。
人
や
動
植
物
の
名
称
）

⑬
形
態
（
簡
単
な
メ
モ
。
例
「
夢
見
。
一
方
的
。
男
に
対
し
て
妻
を
殺
し

た
事
情
説
明
と
謝
罪
。」
⑭
会
話
の
有
無
（
一
方
的
／
対
話
／
そ
の
他
）
⑮

場
所
（
家
／
狩
小
屋
／
山
／
浜
／
野
原
）
⑯
時
間
帯
（
朝
／
日
中
／
夕
方

／
夜
／
明
け
方
）
⑰
内
容
（
託
宣
の
内
容
の
要
約
。
短
文
で
あ
れ
ば
「
」

内
に
全
文
記
入
）
⑱
結
末
（
託
宣
の
結
果
の
要
約
。
短
文
で
あ
れ
ば
⑰
と

同
様
）
⑲
事
例
ペ
ー
ジ
⑳
備
考

四
．
意
思
伝
達
の
事
例
調
査
に
つ
い
て

四
．
一　

意
思
伝
達
の
事
例
の
割
合

こ
の
文
献
目
録
に
、
北
海
道
伝
承
、
散
文
説
話
、
初
出
作
品
、
な
ど
と
フ
ィ

ル
タ
に
よ
っ
て
調
査
対
象
を
絞
る
と
、
文
献
八
六
冊
、
話
数
二
六
二
編
、
そ

こ
か
ら
抽
出
し
た
人
間
以
外
の
存
在
か
ら
の
意
思
伝
達
の
事
例
は
三
八
四
件

で
あ
っ
た
。
こ
の
意
思
伝
達
方
法
を
六
つ
に
区
分
し
て
、
三
．
二
で
述
べ
た

散
文
説
話
の
下
位
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
頻
出
の
割
合
を
記
し
た
の
が
〔
表
一
〕

で
あ
る
。こ
の
表
で
概
要
を
示
し
、三
．一
～
三
．三
で
入
力
し
た
項
目
を
様
々

な
視
点
で
フ
ィ
ル
タ
を
か
け
て
読
み
取
っ
た
特
徴
を
述
べ
る
。

・
ウ
ウ
ェ
ペ
ケ
レ
と
ト
ゥ
イ
タ
ク
は
、
話
数
に
四
倍
近
い
差
は
あ
っ
て
も
、
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各
事
例
の
出
方
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

・
カ
ム
イ
と
人
が
実
際
に
対
面
す
る
面
談
の
事
例
は
、
二
百
十
八
件
／

三
百
八
十
四
件

（
五
十
六・
八
パ
ー
セ

ン
ト
）
と
過
半
数
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
事

例
に
は
、
元
来
は
夢

見
と
し
て
の
場
面
で

あ
っ
た
も
の
が
「
ウ
ェ

ン
タ
ラ
プ
ア
ン
（
私
は

夢
を
見
た
）」
と
い
う

ア
イ
ヌ
語
が
省
か
れ

た
た
め
に
面
談
事
例

に
変
化
し
て
し
ま
っ

た
も
の
や
声
を
伴
っ

た「
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ（
神

が
人
に
面
談
し
た
と

思
わ
せ
る
）」
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る

（
２
）。

・「
伝
説
」
と
「
隣
の

爺
型
」
は
、
面
談
の
事

例
が
高
い
。
両
者
は
重

要
な
言
い
伝
え
と
軽
い

子
供
だ
ま
し
（
幼
児
向
け
の
小
話
）
と
い
う
正
反
対
の
性
格
を
持
つ
が
現
時
点

で
不
詳
。

・
面
談
の
事
例
は
、
カ
ム
イ
が
ア
イ
ヌ
を
（
異
界
の
）
海
の
沖
や
山
奥
へ
呼
び

寄
せ
て
（
カ
ム
イ
が
行
き
た
く
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
）
告
げ
る
招
待
型
と
、
カ

ム
イ
自
身
が
ア
イ
ヌ
の
い
る
場
所
へ
赴
く
訪
問
型
が
あ
る
。

・
知
里
（
一
九
六
一
）
が
報
告
し
た
オ
ハ
イ
ヌ
事
例
は
「
名
前
を
一
声
か
け

ら
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、散
文
説
話
中
に
そ
の
よ
う
な
例
は
な
い
。

散
文
説
話
で
は
、
異
な
る
種
の
植
物
の
枝
が
こ
す
れ
る
音
や
鳥
や
魚
な
ど

の
生
物
が
会
話
す
る
の
を
人
の
声
と
し
て
聞
く
形
態
が
多
い
。

・
巫
術
に
よ
る
意
思
伝
達
は
、
ウ
ウ
ェ
ペ
ケ
レ
と
ト
ゥ
イ
タ
ク
に
八
件
／

三
百
八
十
四
件
（
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
し
か
な
い
。
主
人
公
が
語
り
初
め
か

ら
巫
女
と
い
う
立
場
で
登
場
す
る
例
は
な
い
。
日
常
生
活
に
お
い
て
は
通

常
、
病
気
や
困
っ
た
こ
と
が
起
き
る
と
巫
術
を
す
る
人
に
助
け
を
求
め
る

が
、
散
文
説
話
で
は
「
ど
こ
か
で
起
き
て
い
る
事
件
の
真
相
を
オ
ハ
イ
ヌ

な
ど
で
知
っ
た
女
が
そ
の
現
場
へ
赴
い
て
、
初
め
て
の
巫
術
（
ト
ゥ
ス 

tusu

）を
し
て
人
助
け
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」と
い
う
よ
う
に
、巫
女
に
な
っ

た
経
緯
を
物
語
る
一
種
の
出
世
話
と
し
て
語
ら
れ
る
。
な
お
、
巫
術
を
す

る
者
は
常
に
女
性
で
あ
り
、
男
性
は
そ
れ
を
聞
く
側
に
い
る
。

・
巫
術
の
中
で
「
憑
き
神
」
と
い
う
言
葉
は
出
な
い
が
、
憑
き
神
の
行
為
で

あ
る
こ
と
を
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
表
現
は
あ
る
。
そ
の
憑
き
神
が
主
要
な

登
場
人
物
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
主
人
公
の
活
躍
そ
の
も
の
が
そ
の
人
の
憑

き
神
の
活
躍
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
と
推
測
す
る
。

事例数 夢見 オハイン
カラ

オハイヌ 面談 巫術 その他

ウウェペケレ
165 話 63%

287 75 9 25 152 5 21

74.7% 26.1% 3.1% 8.7% 53% 1.7 7.3%

トゥイタク
45 話 17%

59 12 1 3 33 3 4 

15.4% 20.3% 1.7% 5.1% 61% 5.1% 6.8%

伝説
21 話 8%

18 1 0 3 13 0 1

4.7% 5.6% 0% 16.7% 72.2% 0% 5.6%

隣の爺型
31 話 12%

20 1 0 0 17 0 2

5.2% 5% 0% 0% 85% 0% 10%

合　計 384 89 10 31 218 8 28

〔
表
一
〕
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四
．
二　

散
文
説
話
で
語
ら
れ
る
夢
見
の
特
徴

前
に
述
べ
た
よ
う
に
夢
見
や
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ
の
事
例
は
、
そ
の
伝
達
方
法

に
関
す
る
語
り
が
省
か
れ
た
た
め
に
面
談
と
し
て
抽
出
し
た
も
の
も
あ
る

だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
物
語
中
で
明
確
に
「
夢
見（

３
）」

を
意
味
す
る
ア
イ
ヌ
語

で
語
ら
れ
た
事
例
を
取
り
上
げ
て
気
づ
い
た
点
を
述
べ
る
。

・ 

夢
見
す
る
者
は
人
が
八
十
九
件
／
八
十
九
件
（
百
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。

カ
ム
イ
が
夢
を
見
る
例
は
な
い
。

・ 

夢
見
で
告
げ
る
者
は
、
カ
ム
イ
が
八
四
／
八
九
件
（
九
四・
四
パ
ー
セ
ン

ト
）、
死
者
の
霊
が
五
／
八
九
件
（
五・六
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。

・
夢
見
で
告
げ
る
者
は
、
単
独
で
現
れ
て
一
方
的
に
用
件
を
告
げ
る
の
が

八
九
／
八
九
件（
百
パ
ー
セ
ン
ト
）で
あ
る
。
会
話
を
す
る
例
は
皆
無
で
あ
る
。

・
夢
見
で
告
げ
る
者
が
真
実
を
述
べ
て
告
げ
ら
れ
た
と
お
り
の
結
末
に
な
る

の
は
、
八
九
／
八
九
件
（
百
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。

〔
表
二
〕件

数

夢
見
人
数

六
九

一
名

八 二
名

三 三
名

一 四
名

八 大
勢

八
九

合
計

・
同
時
に
同
内
容
の
夢
を
見
た
人
数
の
割
合
は
〔
表
二
〕
の
と
お
り
、
一
人

で
見
る
場
合
が
六
九
／
八
九
件
（
七
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
最
も
多
い
。
一

人
と
複
数
の
人
が
夢
見
す
る
場
面
を
比
べ
る
と
、
複
数
の
人
が
同
時
に
夢

見
す
る
二
十
件
は
物
語
の
後
半
に
現
れ
る
。
物
語
前
半
に
お
け
る
夢
見
に

よ
る
意
思
伝
達
は
主
人
公
一
人
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。
主
人
公
が
事
件
を

解
決
し
た
後
に
、
主
人
公
を
支
援
し
た
カ
ム
イ
が
事
件
の
真
相
を
村
人
や

家
族
に
対
し
て
一
斉
に
夢
見
で
知
ら
せ
る
、
と
い
う
よ
う
に
「
広
報
」
と

し
て
の
合
理
的
な
夢
見
の
形
態
を
と
る
。

・
夢
見
で
告
げ
る
者
は
、
寝
て
い
る
者
の
頭
の
方
、
頭
の
そ
ば
、
枕
元
、
上

座
に
登
場
し
、
人
の
下
座
に
登
場
す
る
例
は
な
い
（
百
パ
ー
セ
ン
ト
）。
こ

の
場
面
が
詳
し
く
語
ら
れ
る
場
合
、
カ
ム
イ
は
男
性
同
士
の
挨
拶
同
様
に

人
に
対
し
て
座
っ
て
礼
拝
を
し
て
か
ら
告
げ
る
。

・ 

夢
見
で
告
げ
る
者
は
、人
の
姿
が
六
十
六
／
八
十
九
件（
七
十
四
．
二
パ
ー

セ
ン
ト
）
で
あ
り
、
姿
が
語
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
二
十
三
／
八
十
九
件

（
二
十
五
．
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。
後
者
は
人
の
姿
で
あ
る
と
い
う
描

写
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
推
測
す
る
。

・
人
が
カ
ム
イ
に
夢
見
を
要
求
し
た
場
面
は
七
例
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ア
イ
ヌ
が
眠
る
前
に
祈
り
を
捧
げ
る
場
面
が
八
三
例
以
上
あ
り
、
そ
こ
で

カ
ム
イ
へ
夢
見
を
要
求
し
て
い
る
と
推
測
す
る
。

五　

憑
き
神
の
関
わ
り

日
常
生
活
に
お
け
る
カ
ム
イ
や
魔
物
か
ら
の
意
思
伝
達
に
つ
い
て
、
ア
イ

ヌ
の
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
、
聴
き
取
り
調
査
し
て
い

る
の
で
主
要
な
も
の
を
紹
介
す
る
。
オ
ハ
イ
ヌ
や
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ
と
い
う
ア

イ
ヌ
語
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
ア
イ
ヌ
の
人
（
全
て
大
正
生
ま
れ
）

に
対
し
て
、
カ
ム
イ
の
声
を
聞
く
人
た
ち
の
能
力
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ

ろ
、
誰
も
が
そ
の
人
の
「
憑
き
神
が
聞
か
せ
て
い
る
」
と
い
う
主
旨
で
答
え

て
い
る
。
こ
の
点
は
、
知
里
（
一
九
六
一
）
が
推
測
し
て
い
た
と
お
り
で
あ
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る
。
そ
の
証
言
（
筆
者
に
よ
る
要
約
）
と
北
海
道
立
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究

セ
ン
タ
ー
に
保
管
し
た
録
音
資
料
の
番
号
を
記
す
（
全
て
公
開
中
）。

・
帯
広
市
の
上
野
サ
ダ
さ
ん
が
幼
い
頃
に
聞
い
た
祖
母
の
体
験
談
を
語
る
。

「
大
正
時
代
に
祖
母
が
広
尾
か
ら
帯
広
へ
一
人
で
帰
っ
て
来
る
途
中
で
聞

い
た
オ
ハ
イ
ヌ
の
話
。
暗
く
な
っ
て
誰
も
通
ら
な
い
山
道
な
の
に
「
オ

レ
ン　

シ
ニ
ア
ニ
ー
（
そ
こ
で
休
み
な
さ
い
）」
と
聞
こ
え
た
。
そ
こ
に

は
カ
ツ
ラ
の
大
木
が
あ
っ
て
、
大
き
な
人
間
が
入
る
だ
け
の
穴
（
洞
の

こ
と
）
が
空
い
て
い
た
。
祖
母
は
疲
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
ま
ま
歩
い

て
い
て
疲
労
で
倒
れ
た
ら
困
る
か
ら
、「
そ
こ
に
入
っ
て
休
め
」
と
言

わ
れ
た
の
か
と
思
っ
て
自
分
は
入
っ
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
そ
ば
を
ク
マ
が

「
ウ
ェ
！
ウ
ェ
！
」
と
言
い
な
が
ら
走
り
去
っ
た
。
自
分
は
夜
明
け
ま
で

カ
ツ
ラ
の
木
の
洞
に
隠
れ
て
無
事
に
帰
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

の
木
の
根
っ
こ
に
「
休
み
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
か
ら
、
ク
マ
と
鉢
合

わ
せ
に
な
ら
な
い
で
命
が
助
か
っ
た
。」（
二
〇
〇
四
年
十
月
二
十
三
日
、

採
録
資
料CC001249

）

・
平
取
町
の
上
田
ト
シ
さ
ん
。「
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ
も
夢
見
も
憑
き
神
が
見

せ
る
こ
と
。」（
二
〇
〇
五
年
六
月
九
日
、
採
録
資
料CC001370

）

・
平
取
町
の
黒
川
セ
ツ
さ
ん
。「
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ
は
カ
シ
カ
ム
イ
（
憑
き
神
）

の
強
い
人
が
見
え
る
。」（
二
〇
〇
五
年
十
月
二
十
一
日
、
録
音
ミ
ス
）

・
ひ
だ
か
町
の
松
島
ト
ミ
さ
ん
の
体
験
談
。「
若
い
頃
に
夜
道
を
歩
い
て

い
る
と
、
ル
パ
ウ
シ
カ
ム
イ
（
道
路
の
神
）
が
「
男
に
待
ち
伏
せ
さ
れ
て

い
る
ぞ
」
と
言
っ
た
の
を
自
分
の
イ
ト
ゥ
レ
ン
ピ
ト
（
憑
き
神
）
が
聞

い
て
自
分
に
教
え
て
く
れ
た
の
で
、
危
険
を
回
避
で
き
た
。」（
二
〇
〇
五

年
七
月
十
四
日
、
採
録
資
料CC001369

）

・
ひ
だ
か
町
の
松
島
ト
ミ
さ
ん
の
体
験
談
。「
若
い
頃
に
夜
道
を
三
人
で
歩
い

て
い
る
と
二
人
は
火
の
玉
を
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ
し
た
が
自
分
は
見
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
。
自
分
で
は
火
の
玉
を
見
た
い
と
思
っ
て
も
、
火
の
玉
の
反
対

方
向
へ
身
体
が
よ
じ
れ
る
。
顔
を
そ
む
け
さ
せ
て
し
ま
う
。
不
吉
な
も
の
を

見
る
と
寿
命
が
縮
む
の
で
、
憑
き
神
が
そ
れ
を
見
せ
な
い
よ
う
に
し
た
。
オ

ハ
イ
ヌ
や
オ
ハ
イ
ン
カ
ラ
は
ト
ゥ
レ
ン
ペ
（
憑
き
神
）
が
見
せ
た
り
見
せ
な

か
っ
た
り
す
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
憑
き
神
の
力
が
強
い
人
ほ
ど
、そ
れ
に
よ
っ

て
守
ら
れ
る
。」（
二
〇
〇
五
年
十
月
二
十
日
、
採
録
資
料CC001374-2

）

松
島
ト
ミ
さ
ん
の
体
験
談
で
は
、
自
分
の
憑
き
神
が
身
体
の
動
き
を
操
作

し
て
ま
で
も
そ
の
人
を
守
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
憑
き
神
は
そ

の
人
が
知
っ
て
お
く
べ
き
事
を
見
せ
た
り
聞
か
せ
た
り
す
る
が
、
見
る
べ
き

で
な
い
も
の
を
見
さ
せ
な
い
と
い
う
の
が
松
島
さ
ん
の
考
え
で
あ
る
。

次
の
体
験
談
は
、
不
吉
な
も
の
を
見
た
り
感
じ
た
り
し
た
と
き
な
ど
に

年
寄
り
の
知
恵
に
よ
っ
て
災
い
を
防
ご
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
帯
広
市
の
上
野
サ
ダ
さ
ん
の
体
験
談
。「
子
供
の
頃
に
母
と
一
緒
に
夜
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道
で
火
の
玉
を
見
た
と
き
の
こ
と
。
母
は
火
の
玉
の
正
体
を
よ
く
見
る
た

め
に
、
後
ろ
向
き
に
な
っ
て
前
屈
み
に
な
り
、
胯
間
か
ら
火
の
玉
を
覗
い

た
。
火
の
玉
に
は
細
長
い
二
本
足
が
付
い
て
い
て
、
こ
ち
ら
へ
歩
い
て
来

る
の
が
見
え
る
と
言
っ
た
。
母
の
真
似
を
し
よ
う
と
し
た
ら
母
に
怒
ら
れ

た
。
火
の
玉
は
数
人
で
い
て
も
、
見
え
る
人
と
見
え
な
い
人
が
い
る
。
火

の
玉
を
見
る
こ
と
は
不
吉
な
の
で
厄
払
い
の
た
め
、
そ
の
場
で
小
便
を
し

た
り
、
ヨ
モ
ギ
で
身
体
を
払
っ
た
り
し
た
。
ま
た
、
夜
に
な
っ
て
不
気
味

な
鳴
き
声
の
鳥
が
来
た
ら
、
火
山
か
ら
拾
っ
て
保
管
し
て
い
た
硫
黄
に
火

を
点
け
て
煙
を
出
し
て
家
の
外
を
回
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
子
供
の
枕
元

に
置
く
。」（
二
〇
〇
五
年
十
月
八
日
、
採
録
資
料CC001373

）

・
ひ
だ
か
町
の
松
島
ト
ミ
さ
ん
の
体
験
談
。「（
悪
い
も
の
が
近
づ
い
て
）

変
な
感
じ
が
し
た
と
き
は
、
年
寄
り
が
ガ
ン
ビ
の
皮
を
火
ば
さ
み
で
挟

ん
で
火
を
点
け
て
煙
を
出
し
て
、
家
の
周
り
を
二
周
歩
い
て
お
祓
い
し

た
も
の
だ
。」（
二
〇
〇
五
年
十
月
二
十
日
、
採
録
資
料CC001374-2

）

人
は
憑
き
神
に
守
ら
れ
て
い
て
も
不
吉
な
も
の
を
見
る
場
合
が
あ
る
。

そ
の
場
合
に
は
応
急
的
に
右
の
よ
う
な
防
衛
策
を
と
っ
て
身
を
守
る
。

さ
て
、
聴
き
取
り
調
査
に
お
け
る
体
験
談
の
中
で
は
、
憑
き
神
と
い
う
言

葉
は
頻
繁
に
出
て
く
る
が
、
散
文
説
話
で
は
そ
の
ア
イ
ヌ
語
名
は
現
れ
な
い

こ
と
が
デ
ー
タ
か
ら
判
明
し
て
い
る
。
憑
き
神
と
い
う
存
在
の
関
与
は
、「
自

分
は
行
こ
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
」
あ
る
い
は

「
自
分
は
言
お
う
と
思
っ
て
い
な
い
の
に
こ
う
言
っ
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
と

婉
曲
的
に
表
現
さ
れ
る
。
例
え
ば
白
老
町
の
上
野
ム
イ
テ
ク
ン（
一
九
六
四
）

が
語
っ
た
ウ
ウ
ェ
ペ
ケ
レ
で
は
、
そ
の
憑
き
神
の
働
き
が
よ
く
語
ら
れ
て
い

る（
４
）。

カ
ム
イ
が
意
思
伝
達
を
す
る
場
面
が
構
成
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
と
連
動
し

て
物
語
が
展
開
し
て
い
る
。
主
人
公
の
娘
が
親
か
ら
婚
約
者
に
会
い
に
行
く

よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
、
一
人
で
旅
に
出
る
こ
と
に
よ
り
事
件
が
起
き
る
。

① 

面
談
（
カ
ム
イ
か
ら
ア
イ
ヌ
へ
一
方
的
に
告
げ
る
）。
真
夜
中
の
こ
と
、

主
人
公
が
泊
ま
っ
て
い
る
小
屋
に
髪
の
毛
の
な
い
雷
神
の
妹
が
訪
問
し
て

主
人
公
の
髪
の
毛
を
奪
う
。
主
人
公
は
婚
約
者
の
村
へ
行
っ
た
が
そ
の
一

族
か
ら
化
け
物
扱
い
を
受
け
て
引
き
返
す
。

② 

巫
術
（
主
人
公
の
憑
き
神
が
火
の
カ
ム
イ
へ
一
方
的
に
告
げ
る
）。
主
人

公
が
泊
ま
っ
た
小
屋
で
囲
炉
裏
の
火
に
あ
た
っ
て
い
る
と
、
自
分
で
は
思

い
も
し
な
か
っ
た
が
自
分
の
困
窮
し
て
い
る
事
情
を
一
人
言
で
話
す
。

③ 

伝
言
（
カ
ム
イ
か
ら
カ
ム
イ
へ
）。
主
人
公
に
同
情
し
た
火
の
カ
ム
イ
が

雷
神
の
妹
の
夫
で
あ
る
川
の
源
を
治
め
る
カ
ム
イ
へ
事
情
を
伝
え
る
。

④ 

面
談
（
カ
ム
イ
か
ら
カ
ム
イ
へ
）。
川
の
源
を
治
め
る
カ
ム
イ
が
妻
で
あ

る
雷
神
の
妹
を
叱
り
つ
け
る
。

⑤ 

面
談
（
カ
ム
イ
か
ら
ア
イ
ヌ
へ
一
方
的
に
告
げ
る
）。
雷
神
の
妹
が
主
人

公
の
泊
ま
る
小
屋
を
訪
問
し
て
謝
罪
し
て
髪
の
毛
を
返
す
。
自
分
の
過
ち

を
火
の
カ
ム
イ
以
外
の
カ
ム
イ
に
聞
か
せ
な
い
で
く
れ
た
ら
主
人
公
の
子

孫
ま
で
一
族
を
見
守
る
こ
と
を
約
束
す
る
（
事
件
解
決
）。

②
に
お
い
て
、
主
人
公
の
憑
き
神
が
女
に
一
人
言
を
言
わ
せ
な
か
っ
た
と
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し
た
ら
、火
の
カ
ム
イ
は
状
況
を
関
知
す
る
こ
と
な
く
、カ
ム
イ
に
よ
る
「
髪

の
毛
強
奪
事
件
」
は
解
決
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
主
人

公
の
女
は
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
続
け
、
雷
神
の
妹
も
他
の
カ
ム
イ
た
ち
か

ら
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
悲
劇
的
な
内
容
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の

散
文
説
話
に
は
両
者
の
関
係
破
綻
を
防
止
す
る
た
め
の
教
訓
が
語
ら
れ
て

い
る
。

六
．
結
論

ま
ず
、
今
回
の
調
査
で
知
り
得
た
北
海
道
ア
イ
ヌ
が
伝
承
す
る
散
文
説

話
の
語
ら
れ
方
の
特
徴
を
三
点
あ
げ
る
。

① 

巫
術
を
す
る
人
が
物
語
の
冒
頭
か
ら
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
例
は
な
い
。

主
人
公
が
巫
術
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
が
ス
ト
ー
リ
ー
と
な
る
。

② 

巫
術
で
神
の
こ
と
ば
を
告
げ
る
の
は
全
て
女
性
で
あ
る
。
男
性
は
そ
れ

を
聞
く
側
で
あ
り
、
巫
術
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
側
と
し
て
語
ら
れ
る
。

③ 

登
場
人
物
が
男
の
場
合
は
、
固
有
の
人
名
で
あ
る
、
イ
ク
レ
ス
イ
ェ
、

ウ
パ
ッ
シ
、
カ
ス
ン
テ
、
シ
リ
マ
オ
ッ
テ
、
シ
リ
マ
ワ
ッ
テ
（
ポ
イ
ヤ

ウ
ン
ペ
の
兄
）、
パ
レ
ア
シ
ク
ル
（
不
詳
）
な
ど
が
稀
に
出
る
。
し
か
し
、

女
性
の
固
有
人
名
は
「
イ
コ
ペ
プ
カ
」
の
よ
う
に
自
分
自
身
の
体
験
や
先

祖
に
つ
い
て
語
る
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
に
し
か
現
れ
な
い

（
５
）。

カ
ム
イ
か
ら
の
意
思
伝
達
の
方
法
は
多
様
で
は
あ
る
が
、
夢
見
の
事
例

は
一
定
の
形
式
を
持
っ
て
強
く
固
定
化
さ
れ
て
お
り
、
共
通
点
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

① 

夢
見
で
告
げ
る
側
は
カ
ム
イ
と
死
者
の
霊
で
あ
り
、
夢
見
す
る
の
は
す

べ
て
人
で
あ
る
。

② 

夢
見
は
カ
ム
イ
や
死
者
の
霊
が
必
ず
単
独
で
現
れ
て
一
方
的
に
告
げ
る
。

夢
見
を
す
る
者
と
会
話
す
る
こ
と
は
な
い
。

③ 

夢
見
で
告
げ
ら
れ
る
内
容
は
真
実
で
あ
る
。
化
け
物
や
魔
物
で
あ
っ
て

も
夢
の
中
で
は
嘘
を
つ
か
な
い
。
そ
し
て
、
夢
見
で
告
げ
ら
れ
た
内
容

は
必
ず
実
現
す
る

（
６
）。

④ 

複
数
の
人
が
同
じ
内
容
の
夢
見
を
す
る
の
は
、
必
ず
事
件
が
解
決
さ
れ

た
後
で
あ
る
。

⑤ 

夢
見
で
告
げ
る
カ
ム
イ
は
夢
見
を
す
る
人
の
上
座
方
向
に
現
れ
る
。

カ
ム
イ
か
ら
の
情
報
伝
達
の
あ
り
方
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
カ
ム
イ
が
動
物
や
植
物
の
姿
の
ま
ま
で
人
に
話
し
か
け
て
も
そ
れ
は

強
い
憑
き
神
と
共
に
生
き
て
い
る
人
に
だ
け
通
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
普
通

の
人
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
鳴
き
声
や
物
音
に
す
ぎ
な
い
。
カ
ム
イ
は
夢
と

い
う
場
（
空
間
・
時
間
）
に
ヒ
ト
の
姿
で
現
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ヒ
ト
と

同
じ
発
声
器
官
を
持
つ
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ご
く
普
通
の
ア
イ
ヌ
と
の

意
思
疎
通
を
ア
イ
ヌ
語
で
成
し
遂
げ
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
も
ま
た
カ
ム
イ
に

対
し
て
積
極
的
に
祈
り
の
中
で
夢
見
要
求
を
行
っ
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
に
と
っ

て
の
夢
見
は
正
確
な
情
報
を
得
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
。

最
後
に
付
言
を
一
つ
、
散
文
説
話
の
中
で
カ
ム
イ
か
ら
の
意
思
伝
達
が
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「
面
談
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
右
の
夢
見
の
共
通
点
に
当
て

は
ま
る
点
が
多
い
場
合
は
、
そ
れ
が
元
来
は
夢
見
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た

可
能
性
の
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

註（
1
） 

入
力
項
目
の
凡
例
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
理
由
は
、
こ
の
デ
ー
タ

を
本
発
表
の
論
拠
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
文
献
目
録
は
サ
ハ
リ

ン
伝
承
の
散
文
説
話
、
神
謡
、
英
雄
叙
事
詩
を
入
力
後
に
公
開
予
定

で
い
る
が
、
追
試
及
び
研
究
利
用
の
た
め
に
必
要
な
方
が
あ
れ
ば
、

二
〇
一
三
年
六
月
二
日
時
点
の
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
） 

物
語
に
よ
っ
て
は
後
半
に
入
っ
て
か
ら
急
に
簡
略
化
さ
れ
た
語
り
に

変
化
す
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
が
要
素
分
析
の
弱
み
と
な
る
。

（
3
） 

例
外
的
な「
夢
見
」が
一
編
あ
る
。［
中
川
裕（
訳
）、木
村
キ
ミ（
語
り
）］

で
は
「
主
人
公
の
女
が
夢
の
中
で
鉄
箱
が
頭
上
で
揺
れ
る
の
を
見
た
。

そ
の
後
、
生
き
別
れ
に
な
っ
て
い
た
兄
に
会
っ
て
そ
の
内
容
を
話
す

と
、
そ
の
鉄
箱
は
殺
さ
れ
た
父
親
の
財
産
で
あ
り
、
そ
の
夢
を
見
た

こ
と
で
主
人
公
が
妹
で
あ
る
と
い
う
証
に
な
っ
た
」
最
初
に
意
味
不

明
で
あ
っ
た
夢
の
内
容
が
後
半
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
物
語
の

臨
場
感
が
高
ま
る
、
暗
示
と
し
て
の
夢
見
で
あ
る
。

（
4
） 

さ
ら
に
強
力
な
憑
き
神
が
登
場
す
る
ト
ゥ
イ
タ
ク
「
ト
ミ
サ
ン
ペ
ッ

の
女
が
ト
ゥ
ス
を
し
て
許
婚
を
蘇
生
さ
せ
た
話
」（
二
〇
〇
七
）
が

あ
る
。
四
宅
ヤ
エ
さ
ん
の
語
り
。「 

」
内
は
引
用
文
、｛　

｝
内
は
筆

者
の
要
約
。
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
あ
く
び
を
す
る
場
面
は
、
憑
き

神
が
主
人
公
を
し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
し
始
め
た
瞬
間
で
あ
る
。
憑
き

神
が
こ
の
よ
う
に
活
躍
す
る
ト
ゥ
イ
タ
ク
で
は
、
主
人
公
が
文
字
通

り
「
神
憑
り
」
状
態
に
な
っ
て
超
人
的
に
活
躍
す
る
が
、
ウ
ウ
ェ
ペ

ケ
レ
に
お
け
る
ト
ゥ
ス
の
描
写
で
は
現
実
生
活
で
考
え
ら
れ
て
い
る

範
囲
内
で
語
ら
れ
る
。

 

｛
許
婚
の
イ
ヨ
チ
ウ
ン
ク
ル
が
危
篤
で
あ
る
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
た
主

人
公
の
女
が
荷
物
を
ま
と
め
て
、
泣
き
な
が
ら
イ
ヨ
チ
村
へ
向
か
う
｝

 

「
す
る
と
、
ど
こ
で
覚
え
た
か
わ
か
ら
な
い
節
を
私
は
歌
い
、
そ
の

声
が
二
つ
の
あ
く
び
、
三
つ
の
あ
く
び
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

ど
こ
で
覚
え
た
か
わ
か
ら
な
い
ト
ゥ
ス
〔
巫
術
〕
を
私
は
し
て
い
ま

す
。
し
ば
ら
く
ト
ゥ
ス
を
し
な
が
ら
進
み
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
私

の
目
の
前
が
ぱ
っ
と
開
け
て
、
次
の
よ
う
な
様
子
が
見
え
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
沖
人
の
海
、
陸
人
の
海
、
海
の
真
ん
中
で
、
海
底
で
、

海
の
魔
物
、
六
つ
の
化
け
物
が
一
つ
に
集
ま
り
、
砂
浜
の
魔
物
、
六

つ
の
化
け
物
も
一
つ
に
集
ま
り
、」

 

｛
魔
物
の
女
が
私
の
許
婚
に
惚
れ
て
魂
を
奪
お
う
と
す
る
の
が
見
え

て（
透
視
）、ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
魔
物
の
い
る
海
の
真
ん
中
へ
行
き（
瞬

間
移
動
）、
許
婚
の
魂
を
奪
い
返
し
て
戻
り
（
迫
力
・
腕
力
）、
彼
氏

を
蘇
生
さ
せ
た
（
超
自
然
的
治
療
行
為
）｝

（
5
） 
主
人
公
の
名
前
を
入
力
項
目
の
一
つ
に
し
て
い
た
こ
と
で
判
明
し
た
。

（
６
） 
こ
の
点
は
日
本
昔
話
に
お
け
る
夢
と
共
通
す
る
。
鉢
野
の
ぞ
み
は

「
夢
に
お
け
る
未
来
の
予
告
も
、
ほ
ぼ
完
全
に
実
現
さ
れ
る
。
あ
る

い
は
実
現
の
方
向
へ
と
向
か
う
。
す
な
わ
ち
、
昔
話
に
お
い
て
語
ら
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れ
る
夢
は
、
正
夢
の
み
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
た
。［
鉢
野
の
ぞ
み　

二
〇
〇
二
：
一
七
六
ペ
ー
ジ
］
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