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◆ キーワード　アイヌ文学／ユカㇻ／神／人間／登場人物

ア
イ
ヌ
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
カ
ム
イ
と
い
う
語
の
一
用
法遠	

藤　

志	

保

１
．
は
じ
め
に
─
─
問
題
の
所
在

ア
イ
ヌ
語
の
「
カ
ム
イ
」
は
通
常
「
神
」
と
訳
さ
れ
る
語
だ
が
、
ア
イ

ヌ
英
雄
叙
事
詩
に
お
い
て
は
、
カ
ム
イ
ラ
メ
ト
ㇰ
「
立
派
な
勇
者
」、
カ
ム

イ
コ
ソ
ン
テ
「
立
派
な
小
袖
」
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の

場
合
は
神
と
は
直
接
関
係
な
く
、
立
派
で
あ
る
こ
と
を
表
す
修
飾
語
と
し

て
の
用
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
で
あ
ら
わ
さ
れ

る
範
囲
は
「
神
」
だ
け
で
は
収
ま
ら
な
い
。

そ
の
な
か
で
、
鍋
沢
元
蔵
氏
に
よ
る
英
雄
叙
事
詩
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て

は
、
敵
対
者
な
ど
の
勇
者
が
物
語
の
途
中
で
登
場
す
る
際
（
以
下
「
登
場

場
面
」
と
呼
ぶ
）
に
お
い
て
は
、
カ
ム
イ
エ
ㇰ
フ
ㇺ
（
複
数
形
：
カ
ム
イ

ア
ㇻ
キ
フ
ㇺ
）「
神
が
来
る
音
」
を
立
て
つ
つ
空
を
飛
ん
で
来
る
と
語
ら

れ
る
。
や
が
て
、
そ
の
人
物
は
ア
イ
ヌ
テ
ㇾ
ケ
フ
ㇺ
「
人
間
が
跳
び
下
り

る
音
」
を
立
て
て
、
主
人
公
の
い
る
場
所
の
近
く
に
降
り
る
。
た
と
え
ば
、

主
人
公
の
弟
（
敵
対
者
）
が
登
場
す
る
際
に
、

ネ
ラ
ポ
キ	

	

そ
の
と
き

パ
セ
カ
ム
イ	

	

重
き
神
の

エ
ㇰ
フ
ㇺ
コ
ン
ナ	

来
る
音
が

コ
ト
ゥ
リ
ミ
ㇺ
セ	

ご
う
ご
う
と
鳴
り

（
中
略
）

チ
ケ
ト
イ
カ
ウ
ン	

掃
き
出
し
た
地
面
の
上
に

ア
イ
ヌ
テ
ㇾ
ケ
フ
ㇺ	

人
の
跳
ね
た
音
が

コ
リ
ㇺ
コ
サ
ヌ
ノ	

チ
ャ
リ
ン
と
鳴
り

	

﹇「
喰
べ
気
違
い
」
二
四
六
│
二
五
九
行（
１
）﹈

と
語
ら
れ
る
。
鍋
沢
氏
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
登
場
場
面
に
お
け
る
「
カ

ム
イ
」「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
語
の
使
い
分
け
は
ほ
ぼ
徹
底
し
て
い
る
（
２
）。

こ
れ

は
敵
味
方
あ
る
い
は
男
女
を
問
わ
ず
、
共
通
し
た
使
い
方
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
登
場
場
面
に
お
い
て
、
同
一
人
物
に
よ
る
一
連
の
動
作

の
流
れ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
カ
ム
イ
」「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
語
が
そ

れ
ぞ
れ
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
理
由
、
特
に
人
間
で
あ
る
は
ず
の
登
場
人

物
に
対
し
て
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
理
由
を
、
ア
イ
ヌ
英
雄
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叙
事
詩
に
お
け
る
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
（
３
）の

意
味
範
囲
や
使
わ
れ
方
に
つ

い
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
す
る
。

２
．
使
用
テ
キ
ス
ト

沙
流
川
下
流
域
に
あ
た
る
沙
流
郡
門
別
町
（
現
・
日
高
町
）
富
川
に
住

ん
で
い
た
鍋
沢
元
蔵
（
モ
ト
ア
ン
レ
ㇰ
）
氏
（
一
八
八
六
～
一
九
六
七
）

の
筆
録
に
よ
る
英
雄
叙
事
詩
（
ユ
カ
ㇻ
）
を
用
い
る
。

具
体
的
に
は
、
門
別
町
郷
土
史
研
究
会
（
一
九
六
五
）
所
収
「
ク
ト
ゥ

ネ
シ
リ
カ
」、
同
（
一
九
六
九
）
所
収
の
「
鷲
鎧
」「
ニ
タ
イ
パ
カ
イ
ェ

（
四
〇
年
版
）」「
水
な
し
に
育
つ
、
火
な
し
に
育
つ
」「
余
市
姫
」「
ト
リ
カ

ブ
ト
姫
」「
魔
竜
退
治
」「
犬
育
て
、
悪
者
育
て
」「
喰
べ
気
違
い
」、
国
立

民
族
学
博
物
館
所
蔵
鍋
沢
元
蔵
筆
録
ノ
ー
ト
に
所
収
の「
ニ
タ
イ
パ
カ
イ
ェ

（
二
九
年
版
）」、「
ポ
イ
ソ
ヤ
ウ
ン
マ
ッ
」「
三
兄
弟
」（
４
）の
計
一
二
篇
（
一
一

種
）
で
あ
る
。

３
．
日
常
生
活
に
お
け
る
神
と
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
神

神
（
カ
ム
イ
）
は
、
ア
イ
ヌ
の
世
界
観
に
お
け
る
重
要
な
観
念
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
全
体
像
を
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
神
（
カ
ム
イ
）
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
概
観
し
て
お
く
。

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
神
で
は
な
く
、
ア
イ

ヌ
の
世
界
観
に
お
け
る
神
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
信

仰
の
対
象
と
な
り
、
祈
詞
を
捧
げ
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
他
、
日
常

生
活
の
世
界
観
が
語
ら
れ
る
散
文
説
話
や
神
謡
と
い
っ
た
口
承
文
学
ジ
ャ

ン
ル
に
登
場
す
る
神
も
含
む
。
こ
う
し
た
神
に
つ
い
て
の
記
述
を
ま
と
め

る
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
る
。

①　

ア
イ
ヌ
の
神
の
概
要
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

　
「
ク
マ
や
キ
ツ
ネ
、カ
ツ
ラ
や
ト
リ
カ
ブ
ト
な
ど
の
動
植
物
を
は
じ
め
、

火
や
水
、
山
や
川
、
流
行
病
な
ど
の
自
然
現
象
か
ら
、
舟
、
家
、
臼
な

ど
人
間
の
手
に
な
る
人
工
物
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
世
で
何
ら
か
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
間
以
外
の
す
べ
て
…
…
を
人
間
と

同
じ
よ
う
な
精
神
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
カ
ム
イ
と

呼
ん
で
い
る
」﹇
大
島
他　

二
〇
〇
一　

三
五
六
﹈

　
「
ア
イ
ヌ
の
『
神
』
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
の
に
、
そ
れ
は

「
人
」
に
対
立
す
る
存
在
で
、
そ
れ
は
、
目
に
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
霊

を
呼
ぶ
名
で
あ
っ
て
、
目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
人
力
を
以
て
し

て
、
普
通
で
は
、
如
何
と
も
し
が
た
い
能
力
を
持
っ
て
い
る
」﹇
金
田
一　

一
九
九
三
ｃ　

八
七
﹈

　

動
植
物
、
器
物
を
含
め
た
す
べ
て
の
も
の
に
は
「
霊
」（
ラ
マ
ッ
）
が

あ
る
が
、「
霊
に
強
と
弱
が
あ
る
の
で
、
結
局
人
間
は
中
く
ら
い
の
位
置

に
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
は
全
部
神
に
な
り
ま
す
。
霊
魂
の
能
力
と
し
て

強
の
も
の
は
神
さ
ま
に
な
れ
る
わ
け
で
す
」﹇
藤
村
、
一
九
八
二　

九
〇

│
九
一
﹈

　
「
神
さ
ま
と
い
う
の
は
最
終
的
に
は
人
間
の
及
ば
な
い
力
を
も
っ
て
い
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る
も
の
す
べ
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
」﹇
同　

九
五
﹈

す
な
わ
ち
、
人
間
「
ア
イ
ヌ
」
以
外
の
存
在
に
も
す
べ
て
、
魂
・
精
神

が
あ
り
、
そ
れ
ら
│
│
特
に
人
間
よ
り
も
力
が
強
い
も
の
│
│
が
神
「
カ

ム
イ
」
だ
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
一
頭
一
頭
の
動
物
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
器
物
が
そ
れ
ぞ
れ
神
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
火
で
あ
れ

ば
火
全
体
を
統
括
し
た
り
授
け
た
り
す
る
神
が
い
る
わ
け
で
は
な
く
（
５
）、

ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
火
そ
の
も
の
が
神
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
神
の
な
か
に
は
「︿
ピ
リ
カ
﹀（
善
い
・
美
し
い
）
で
あ
る
か
、

︿
ウ
エ
ン
﹀（
悪
い
・
敵
意
の
あ
る
）
で
あ
る
か
、
ま
た
い
た
ず
ら
は
す
る

が
必
ず
し
も
意
地
悪
く
は
な
い
︿
コ
シ
ネ
﹀（
軽
い
・
位
の
低
い
）
神
で

あ
る
か
」﹇
マ
ン
ロ
ー　

二
〇
〇
二　

一
七
﹈
と
い
っ
た
分
類
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
に
と
っ
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
存
在
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
は
一
様
に
神
「
カ
ム
イ
」
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
の

存
在
で
あ
る
か
マ
イ
ナ
ス
の
存
在
で
あ
る
か
は
神
で
あ
る
か
否
か
に
関
係

な
い
。

②	　

神
の
住
む
場
所
な
ら
び
に
姿
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ

れ
る
。

　
「
お
の
お
の
の
カ
ム
イ
は
本
来
カ
ム
イ
モ
シ
ㇼ
︹
カ
ム
イ
の
世
界
︺
と

呼
ば
れ
る
所
に
暮
ら
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
…
…
カ
ム
イ
モ
シ
ㇼ
に
お

い
て
カ
ム
イ
は
人
間
と
同
じ
姿
を
し
て
お
り
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
縫

い
物
や
彫
り
物
を
し
た
り
、
料
理
を
作
っ
て
食
べ
た
り
し
て
暮
ら
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
霊
魂
で
の
姿
で
あ
り
、
人

間
の
目
に
は
見
え
な
い
。
…
…
人
間
界
に
姿
を
表
す
た
め
に
は
、
人
間

の
目
に
見
え
る
よ
う
な
衣
装
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
ク
マ
で
あ

れ
ば
黒
い
着
物
で
あ
り
、
火
の
カ
ム
イ
で
あ
れ
ば
赤
い
着
物
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
目
に
映
る
あ
の
ク
マ
の
姿
で
あ
り
、
炎
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
」﹇
大
島
他　

二
〇
〇
一　

三
五
六
﹈

③	　

祈
り
の
対
象
と
な
る
「
祭
祀
神
は
自
然
力
を
神
格
化
し
た
神
様
」
で

あ
り
、
火
の
女
神
（
カ
ム
イ
フ
チ
）、
樹
木
の
神
（
シ
ラ
ン
パ
カ
ム
イ
）、

水
の
神
（
ワ
ッ
カ
ウ
ㇱ
カ
ム
イ
）、
狩
猟
の
神
（
ハ
シ
ナ
ウ
カ
ム
イ
）、

家
の
神
（
チ
セ
コ
ㇿ
カ
ム
イ
）、
村
の
守
り
神
（
コ
タ
ン
コ
ㇿ
カ
ム
イ
）

な
ど
が
祀
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。﹇
金
田
一　

一
九
九
三
ｃ　

一
〇
三
﹈

　

	　

ま
た
、
久
保
寺
（
一
九
七
七
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
神
謡
を
見
る
と
、

ク
マ
、
ウ
サ
ギ
、
キ
ツ
ネ
、
カ
ジ
キ
マ
グ
ロ
、
シ
ャ
チ
と
い
っ
た
陸
海

の
動
物
か
ら
、
カ
ケ
ス
、
カ
ッ
コ
ウ
な
ど
の
鳥
、
ホ
タ
ル
、
セ
ミ
、
ヘ

ビ
、
カ
エ
ル
な
ど
の
虫
・
小
動
物
、
舟
、
家
の
神
と
い
っ
た
器
物
、
火

の
神
、
水
の
神
、
木
の
神
、
雷
神
と
い
っ
た
自
然
神
な
ど
、
人
間
の
身

の
回
り
に
存
在
す
る
様
々
な
も
の
が
、
物
語
中
で
は
自
叙
神
と
し
て
登

場
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
が
、
日
常
生
活
や
散
文
説
話
・
神
謡
に
お
け
る
神
の
概
要
で
あ
る
。

だ
が
、
英
雄
叙
事
詩
で
は
日
常
生
活
と
は
か
け
離
れ
た
超
人
た
ち
に
よ
る

戦
い
の
世
界
が
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
神
の
特
徴
が

英
雄
叙
事
詩
に
登
場
す
る
神
に
も
す
べ
て
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
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①
の
神
（
カ
ム
イ
）
の
基
本
的
な
捉
え
方
に
つ
い
て
、
英
雄
叙
事
詩
に

お
け
る
神
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
多
く
な
く
、
一
概
に
比
較
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
だ
が
、
本
稿
で
以
下
論
じ
る
よ
う
に
、「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語

が
人
間
以
上
で
あ
る
こ
と
を
指
す
こ
と
や
、
主
人
公
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
の

存
在
（
援
助
者
）
も
、
マ
イ
ナ
ス
の
存
在
（
敵
対
者
）
も
登
場
す
る
こ
と

か
ら
、
人
間
（
ア
イ
ヌ
）
以
外
の
存
在
の
う
ち
、
特
に
人
間
よ
り
も
力
が

強
い
モ
ノ
が
善
悪
を
問
わ
ず
神
だ
と
い
う
点
で
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る

神
も
、
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
神
も
、
同
じ
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

②
の
よ
う
に
、
日
常
生
活
に
お
け
る
神
は
、
人
間
の
よ
う
な
姿
で
神
の

世
界
（
カ
ム
イ
モ
シ
ㇼ
）
に
住
む
が
、
人
間
の
世
界
（
ア
イ
ヌ
モ
シ
ㇼ
）

で
は
、
夢
の
な
か
に
出
て
く
る
場
合
な
ど
除
い
て
、
動
植
物
や
器
物
な
ど

の
形
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
衣
装
（
ハ
ヨ
ㇰ
ペ
）
を
着
て
い
る
た
め
に
、
そ

う
見
え
る
の
だ
と
さ
れ
る
。

一
方
、
英
雄
叙
事
詩
に
登
場
す
る
神
も
基
本
的
に
は
神
の
世
界
に
い
る
。

そ
し
て
人
間
の
前
に
現
れ
る
際
、
夢
の
中
な
ど
特
殊
な
場
合
以
外
で
は
人

間
の
姿
で
は
現
れ
な
い
散
文
説
話
な
ど
と
異
な
り
、
人
間
の
姿
と
し
て
現

れ
る
こ
と
が
多
い
。
な
か
に
は
、
特
に
戦
闘
場
面
に
お
い
て
、
竜
の
よ
う

な
姿
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
鎧
（
ハ
ヨ
ㇰ
ペ
）
を
着

て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
鎧
を
壊
す
と
中
か
ら
、
神
の
本
当
の
姿
で
あ

る
と
こ
ろ
の
美
少
年
が
出
て
く
る
と
語
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
神
の
本
体

（
本
性
）
は
人
間
の
姿
で
あ
り
、
衣
装
・
鎧
を
着
る
と
動
物
な
ど
の
姿
に
見

え
る
と
い
う
基
本
的
な
観
念
は
英
雄
叙
事
詩
の
世
界
観
に
お
い
て
も
一
致

し
て
い
る
が
、
人
間
の
前
に
立
つ
と
き
の
神
の
現
れ
方
と
い
っ
た
、
物
語

に
お
け
る
描
か
れ
方
は
英
雄
叙
事
詩
に
特
有
で
あ
る
。

③
に
挙
げ
た
よ
う
な
、人
間
生
活
と
深
く
関
係
し
て
祈
り
の
対
象
と
な
っ

た
り
、
散
文
説
話
や
神
謡
に
多
く
登
場
し
た
り
す
る
動
植
物
や
器
物
の
神
、

自
然
神
な
ど
は
、
英
雄
叙
事
詩
に
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
英
雄
叙
事

詩
で
、
最
も
多
く
登
場
す
る
神
は
憑
き
神
で
あ
り
、
こ
の
他
に
戦
い
の
神

（
ト
ゥ
ム
ン
チ
カ
ム
イ
）
や
敵
の
村
を
守
る
神
な
ど
も
登
場
す
る
。
む
し
ろ

こ
う
い
っ
た
神
は
散
文
説
話
や
神
謡
に
登
場
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
す
べ

て
の
ジ
ャ
ン
ル
に
共
通
し
て
現
れ
る
の
は
、
雷
神
（
カ
ン
ナ
カ
ム
イ
）
や

巨
鳥
フ
リ
（
６
）な

ど
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
オ
オ
カ
ミ
神
も
登
場
す
る
が
、

英
雄
叙
事
詩
に
お
い
て
は
天
の
国
に
住
む
人
間
の
姿
や
刀
の
鞘
に
宿
る
神

と
し
て
語
ら
れ
、
散
文
説
話
に
登
場
す
る
よ
う
な
動
物
と
し
て
で
は
な
い
。

同
様
に
雷
神
も
、
神
謡
で
は
雷
を
落
と
す
な
ど
す
る
が
、
英
雄
叙
事
詩
で

は
、
戦
闘
場
面
に
お
い
て
鎧
を
着
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
竜
」
の
よ
う
な
姿

に
な
る
以
外
に
、
雷
そ
の
も
の
を
反
映
す
る
様
子
は
描
か
れ
な
い
。

日
常
生
活
や
神
謡
・
散
文
説
話
に
お
い
て
は
、
神
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
独

自
の
役
目
が
あ
る
と
さ
れ
、
人
間
も
そ
れ
に
合
っ
た
対
応
を
す
る
。
た
と

え
ば
、
火
の
神
は
神
へ
人
間
の
言
葉
を
伝
え
て
く
れ
る
重
要
な
存
在
で
あ

る
た
め
祈
詞
は
ま
ず
火
の
神
に
対
し
て
行
い
、
ク
マ
の
神
は
毛
皮
と
肉
と

い
う
土
産
を
も
っ
て
人
間
界
を
訪
れ
る
の
で
人
間
は
お
返
し
に
酒
や
イ
ナ

ウ
な
ど
を
持
た
せ
て
神
の
国
に
帰
す
。

し
か
し
、
英
雄
叙
事
詩
に
お
い
て
、
神
は
人
間
以
上
の
力
を
持
つ
存
在

で
あ
る
と
し
て
も
、
主
人
公
に
味
方
を
す
る
（
援
助
者
）
か
敵
対
者
と
し

て
振
る
舞
う
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
個
々
の
神
の
特
性
や
、
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人
間
と
の
特
定
の
関
係
性
な
ど
は
語
ら
れ
な
い
。

４
．�
ア
イ
ヌ
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
登
場
人
物
と
し
て
の
神
と

人
間

次
に
、
鍋
沢
氏
の
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
主
な
神
と
人
間
と
を
整
理
す

る
。ま

ず
、
登
場
人
物
と
し
て
現
れ
る
神
を
挙
げ
る
。
こ
こ
で
は
名
称
と
し

て
「
カ
ム
イ
」
が
つ
く
も
の
を
神
と
し
て
扱
う
。
英
雄
叙
事
詩
に
お
い
て
、

ス
ト
ー
リ
ー
に
直
接
か
か
わ
っ
て
く
る
神
も
い
る
が
、
直
接
か
か
わ
っ
て

こ
な
い
場
合
も
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
神
の
機
能
（
役
割
）
は
、
敵
対
者

か
援
助
者
、
あ
る
い
は
主
人
公
の
妻
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

敵
対
者
と
し
て
は
「
鷲
鎧
」
に
お
け
る
ニ
ㇱ
ポ
ㇰ
村
の
守
り
神
夫
婦
が
い

る
。
神
と
は
い
え
、
神
自
身
が
主
人
公
と
直
接
刃
を
交
え
て
戦
う
。
こ
の

場
合
の
戦
い
方
は
、
人
間
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

敵
対
者
の
ほ
か
、
援
助
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
た
と
え
ば
「
ニ
タ
イ
パ
カ
イ
ェ
」
に
お
け
る
地
下
の
世
界
の
魔
神
が
、

主
人
公
に
鎧
を
貸
し
与
え
る
よ
う
に
、
多
く
は
呪
具
の
贈
与
と
い
う
形
で

主
人
公
を
助
け
る
。

主
人
公
の
妻
に
な
る
神
と
し
て
は
、「
ニ
タ
イ
パ
カ
イ
ェ
」
で
主
人
公
の

も
と
に
ア
エ
オ
イ
ナ
カ
ム
イ
（
ア
イ
ヌ
ラ
ッ
ク
ㇽ
）
の
妹
が
嫁
に
来
る
例

が
あ
る
。

次
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
直
接
か
か
わ
っ
て
こ
な
い
神
と
し
て
は
、
憑
き

神
（
ト
ゥ
レ
ン
カ
ム
イ
）
や
、
虎
杖
丸
と
い
う
宝
刀
に
憑
く
神
の
よ
う
に
、

主
人
公
の
力
の
源
と
な
る
神
が
い
る
。
憑
き
神
は
そ
の
姿
や
正
体
に
つ
い

て
は
詳
し
く
語
ら
れ
な
い
も
の
の
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
英
雄
叙
事
詩
に
登
場

し
、
突
風
を
巻
き
起
こ
し
て
は
敵
の
村
人
を
空
中
に
巻
き
上
げ
る
な
ど
す

る
。
同
じ
よ
う
に
主
人
公
に
力
を
貸
す
神
と
し
て
は
、
味
方
の
復
活
や
戦

い
へ
の
加
勢
を
祈
る
対
象
と
し
て
の
神
が
い
る
。
だ
が
、
登
場
し
な
い
話

も
多
く
、
ま
た
そ
の
具
体
的
な
姿
形
の
み
な
ら
ず
力
を
発
揮
す
る
場
面
自

体
が
語
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
味
方
が
無
事
に
復
活
を
果
た
し
て
も
そ
れ
に

対
す
る
感
謝
の
祈
り
な
ど
は
語
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
全
体
的
に
神
の

力
に
よ
る
こ
と
は
強
調
さ
れ
な
い
。
こ
の
他
、
主
人
公
た
ち
の
戦
い
を
観

戦
し
に
来
る
神
々
も
い
る
が
、
こ
の
神
々
は
各
々
の
名
称
も
紹
介
さ
れ
な

い
群
衆
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
カ
ム
イ
」
と
名
の
つ
く
も
の
と
し
て
は
、
樹
木
（
シ
ㇼ
コ
ㇿ
カ

ム
イ
）
や
酒
（
ト
ノ
ト
カ
ム
イ
）、
寝
台
の
下
や
天
井
に
い
る
神
な
ど
の
よ

う
に
、
器
物
・
物
体
そ
の
も
の
が
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い

る
の
は
、
一
行
を
四
な
い
し
五
音
節
に
揃
え
る
と
い
う
韻
文
の
規
則
に
合

わ
せ
る
た
め
、
す
な
わ
ち
、
音
節
数
を
整
え
る
た
め
と
い
う
側
面
が
強
い
。

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
器
物
を
神
と
し
て
丁
重
に
扱
っ
て
い
る
描
写
は

見
ら
れ
な
い
。

「
カ
ム
イ
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
登
場
人
物
と
し
て
は
、
超
人
的
な
勇
者

と
、
ご
く
普
通
の
村
人
た
ち
と
が
い
る
が
、
と
も
に
人
間
の
国
（
ア
イ
ヌ

モ
シ
ㇼ
）
に
住
む
人
間
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
主
人
公
や
そ
の
味
方
あ
る
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い
は
敵
は
、
～
ウ
ン
ク
ㇽ
、
～
ウ
ン
マ
ッ
と
い
う
名
称
で
指
示
さ
れ
る
勇

者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
空
を
飛
ん
で
移
動
し
た
り
、
回
復
力
が
人
並

み
外
れ
て
い
た
り
、
巫
術
を
使
っ
た
り
す
る
が
、
英
雄
叙
事
詩
の
世
界
で

は
、
主
人
公
が
ア
イ
ヌ
ア
ㇰ
ポ
「
人
間
の
弟
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
す

べ
て
人
間
で
あ
る
（
７
）。

な
か
に
は
半
人
半
神
と
明
記
さ
れ
る
登
場
人
物
も
い
る
が
、
鍋
沢
氏
の

テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、「
犬
育
て
」
に
お
け
る
リ
ク
ン
チ
ウ
ン
ク
ㇽ
が
ア

ㇻ
ケ　

カ
ム
イ
／
ア
ㇻ
ケ　

ア
イ
ヌ
「
半
ば
神
／
半
ば
人
」
と
呼
ば
れ
る

﹇「
犬
育
て
」
一
六
一
│
一
六
二
行
目
﹈
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
半
人
半

神
」
で
あ
る
が
ゆ
え
の
特
徴
は
物
語
中
で
は
特
に
語
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

実
際
に
半
神
半
人
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
思
え
る
ほ
ど
素
晴
ら
し

い
と
い
う
誇
張
も
含
め
た
褒
め
言
葉
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
が
、
神
か
人
間
か
は
、
明
確

に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
登
場
場
面
に
お
い
て
「
カ
ム
イ
」「
ア

イ
ヌ
」
が
同
一
人
物
に
対
し
て
共
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
人
物
が

人
間
で
あ
る
と
同
時
に
神
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

５
．「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
の
使
い
方

人
間
に
対
し
て
「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
の
は
当
然
だ
と
し

て
も
、
な
ぜ
「
カ
ム
イ
」
が
使
わ
れ
る
の
か
。
そ
れ
を
見
て
い
く
た
め
に
、

「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
が
英
雄
叙
事
詩
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て

い
る
か
を
概
観
す
る
。

５
．
１
．
先
行
文
献
に
お
け
る
説
明

英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
の
意
味
に
つ
い
て
、
テ

キ
ス
ト
の
注
釈
を
見
て
い
く
と
、
主
に
、
①
容
貌
な
ど
が
素
晴
ら
し
い
様

子
を
「
神
の
ご
と
き
」
と
た
と
え
て
言
う
場
合
と
、
②
「
立
派
な
」
と
い

う
意
味
で
は
あ
る
が
、
神
で
あ
る
こ
と
を
含
有
し
な
い
と
い
う
説
明
が
見

ら
れ
る
。

①
の
よ
う
に
「
神
の
如
き
」
意
味
だ
と
す
る
説
明
と
し
て
は
、
カ
ム
イ

オ
ト
ピ
「
神
の
髪
」
を
「kam

ui

は
こ
の
男
を
云
っ
た
の
で
、
神
の
如
き

こ
の
勇
士
の
毛
髪
を
で
あ
ろ
う
」﹇
金
田
一
、一
九
九
三
ａ　

三
一
三
﹈、
エ

ネ
ア
ン
カ
ム
イ
「
こ
の
よ
う
な
神
」
を
「
こ
れ
だ
け
の
容
子マ
マ

の
よ
い
男
で

の
意
。
見
た
と
こ
ろ
神
さ
ま
見
た
よ
う
な
立
派
な
男
」﹇
同　

三
八
四
﹈、

カ
ム
イ
カ
ッ
チ
ャ
シ
「
神
の
造
っ
た
城
」
を
「
人
間
の
造
っ
た
も
の
で
は

無
し
に
、
神
の
造
っ
た
城
の
義
」﹇
同　

五
〇
四
﹈
と
い
っ
た
説
明
が
あ

る
。②

の
よ
う
に
神
に
言
及
せ
ず
「
立
派
な
」
と
い
う
意
味
だ
と
説
明
し

て
い
る
場
合
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
カ
ム
イ
ヌ
ペ
キ
「
神
の
光
」
を

「
善
美
の
た
た
え
こ
と
ば
、
美
し
き
光
、
立
派
な
光
の
意
」﹇
金
田
一
、

一
九
九
三
ｂ　

四
三
一
﹈、
カ
ム
イ
チ
ャ
シ
「
神
の
山
城
」
を
「
こ
ゝ
の

kam
ui

は
形
容
語
、
善
美
な
る
の
意
」﹇
金
成
・
金
田
一
、一
九
五
九　

五
四
﹈、
カ
ム
イ
ハ
ヨ
ㇰ
ペ
「
神
の
鎧
」
を
「
カ
ム
イ
︽
神
︾
は
、
こ
の

場
合
︽
立
派
な
︾
こ
と
を
表
す
」﹇
田
村
、
一
九
九
一　

二
二
﹈
な
ど
が

あ
る
。
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た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
意
味
・
説
明
と
し
て
は
こ
の
と
お
り
で
あ
っ

て
も
、
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
が
す
べ
て
こ
う
し

た
意
味
合
い
な
の
か
、
そ
の
使
い
方
と
し
て
の
ま
と
ま
っ
た
説
明
は
な
い
。

ま
た
、
①
と
②
と
の
相
違
で
あ
る
「
神
」
で
あ
る
こ
と
を
含
意
す
る
か
否

か
の
解
釈
が
恣
意
的
で
あ
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
に
挙

げ
た
語
が
必
ず
し
も
①
②
に
峻
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
、「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
は
、「
神
の
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
を
含
意
す

る
か
否
か
を
問
わ
ず
、「
素
晴
ら
し
い
」「
立
派
だ
」
と
い
う
意
味
に
な
る

語
だ
と
捉
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

５
．
２
．
鍋
沢
氏
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
の

使
い
方

次
に
、
鍋
沢
氏
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
、「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
の
用
法

を
ま
と
め
る
と
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

（
１
）
神
そ
の
も
の
を
表
す

神
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
場
合
や
神
か
ら
授
か
っ
た
呪
具
な
ど
、
直
接

神
に
関
係
す
る
た
め
に
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
場
合
も

当
然
の
こ
と
な
が
ら
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
カ
ム
イ
マ
ウ
「
神
風
」

は
、
た
だ
の
風
で
は
な
く
、
主
人
公
を
は
じ
め
と
す
る
勇
者
た
ち
が
空
を

飛
ん
で
移
動
す
る
際
や
、
主
人
公
ら
の
憑
き
神
が
引
き
起
こ
す
風
に
対
し

て
の
み
使
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
単
に
「
す
ば
ら
し
い
風
」
で
は
な
く
、

「
神
（
憑
神
）
が
起
こ
す
風
」
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ム
イ
ロ
ル
ン
ペ
「
神
の

戦
い
」
は
、
主
人
公
た
ち
人
間
（
勇
者
）
同
士
の
戦
い
に
対
し
て
、
憑
き

神
同
士
の
戦
い
を
指
す
場
合
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、

実
際
に
神
同
士
の
戦
い
を
意
味
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
カ
ム
イ
モ
シ
ㇼ
「
神

の
国
」
は
、
神
が
住
ん
で
い
る
天
上
世
界
で
、
ア
イ
ヌ
モ
シ
ㇼ
「
人
間
の

国
」
に
対
し
て
使
わ
れ
る
。
ま
た
、
カ
ム
イ
ク
ス
リ
「
神
の
薬
」
は
、
こ

れ
を
塗
る
こ
と
で
化
け
物
の
放
つ
「
毒
の
匂
い
の
風
」
か
ら
身
を
守
れ
る

と
い
う
呪
具
で
、
神
か
ら
授
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
単
に
「
す
ば
ら
し

い
」
と
い
う
以
上
に
、「
神
か
ら
授
か
っ
た
」
を
含
意
す
る
と
解
釈
で
き
る
。

同
様
に
、
神
か
ら
授
か
っ
た
も
の
に
対
し
て
使
わ
れ
る
例
と
し
て
は
、
カ

ム
イ
ラ
ン
ケ
タ
ㇺ
「
神
下
し
の
刀
」
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）
美
称
（
神
の
ご
と
き
＋
神
を
含
意
し
な
い
）

先
行
文
献
に
お
い
て
主
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
使
い
方
で
あ
る
。「
神
そ
の

も
の
」
を
指
示
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
も
う
少
し
広
い
意
味
で
あ
り
、「
神

の
ご
と
き
」
素
晴
ら
し
さ
を
表
す
場
合
や
、
単
に
「
素
晴
ら
し
い
」「
立
派

な
」
の
意
味
に
あ
た
り
、
美
称
や
讃
美
を
意
味
す
る
修
飾
語
と
し
て
の
使

い
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
神
の
ご
と
き
」
と
い
う
意
味
を
含
む
か
否
か

に
拘
ら
ず
、
と
も
に
美
称
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
と
し

て
扱
う
。

こ
の
用
法
の
例
と
し
て
は
、
カ
ム
イ
ラ
メ
ト
ㇰ
「
神
の
勇
者
」
や
カ
ム

イ
ネ
ア
ン
ク
ㇽ
「
神
な
る
人
」
と
い
っ
た
、主
人
公
や
そ
の
他
の
勇
者
（
味

方
・
敵
対
者
を
問
わ
ず
）
に
対
し
て
使
わ
れ
る
呼
称
が
あ
る
。
い
ず
れ
も

人
間
の
範
疇
の
登
場
人
物
な
の
で
、
こ
こ
で
の
「
カ
ム
イ
」
は
神
そ
の
も
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の
を
表
す
と
い
う
よ
り
「
神
の
よ
う
に
立
派
な
」
あ
る
い
は
単
に
「
立
派

な
（
勇
者
）」
の
意
味
で
あ
る
。
同
様
に
呼
称
と
し
て
は
、
カ
ム
イ
ア
ア
キ

「
神
の
我
が
弟
」
な
ど
の
よ
う
に
、
親
族
名
称
を
使
う
場
合
が
あ
る
。
親
族

名
称
の
前
に
「
カ
ム
イ
」
を
つ
け
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
主
人
公
や
そ
の

親
族
、
ヒ
ロ
イ
ン
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
カ
ム
イ
」

も
神
の
一
族
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
立
派
な
」「
素
晴
ら
し
い
」
の
意

味
で
あ
る
。

人
物
以
外
に
も
、
カ
ム
イ
コ
ソ
ン
テ
「
神
の
小
袖
」、
カ
ム
イ
チ
パ
ヌ
ㇷ゚

「
神
の
鉢
巻
」
の
よ
う
に
、
主
人
公
や
ヒ
ロ
イ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
勇
者
た

ち
の
装
束
に
つ
い
て
、「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
そ
の
立
派
さ
を
言

う
例
も
多
い
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
「
カ
ム
イ
」
＋
名
詞
と
い
う
形
式
の
語
句
の
な

か
に
は
、「
立
派
な
」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
意
味
が
薄
い

か
あ
る
い
は
含
有
し
な
い
と
解
釈
で
き
る
こ
と
も
可
能
な
用
例
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
カ
ム
イ
オ
ト
ㇷ゚
（
カ
ム
イ
オ
ト
ピ
）「
神
の
髪
」
と
い
う
表

現
が
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
主
人
公
の
実
兄
で
あ
る
カ
ム
イ
オ
ト
プ
ㇱ
が
初

登
場
す
る
際
の
描
写
に
お
い
て
「
美
し
い
髪
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

る
。
だ
が
そ
れ
以
外
に
は
、
戦
闘
場
面
に
お
い
て
敵
対
者
の
髪
を
つ
か
ん

で
首
の
骨
を
折
っ
て
殺
す
、
と
い
う
場
合
に
も
使
わ
れ
る
。
後
者
の
場
合

は
、
髪
の
美
し
さ
を
讃
え
る
よ
う
な
文
脈
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、「
立
派
な
」

を
含
意
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
の
場
合
は
、
美
称
・
尊
称
と
し
て
の
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
よ
り
も
、

ア
イ
ヌ
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
、
一
行
を
四
な
い
し
五
音
節
に
す
る
と
い

う
韻
律
の
規
則
に
合
わ
せ
る
た
め
の
適
当
な
修
飾
語
と
し
て
「
カ
ム
イ
」

が
選
択
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
連
体
修
飾
語
と
し
て
使
わ
れ
る
「
カ
ム
イ
」
は
、
本
来

の
「
神
そ
の
も
の
」
を
表
す
場
合
も
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
「
神
の
よ
う
に

（
立
派
な
）」、
さ
ら
に
は
「（
神
に
限
ら
ず
）
立
派
な
」
と
意
味
範
囲
が
広

が
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
「（
立
派
に
限
ら
ず
）
主
に
音
節
数
合

わ
せ
の
た
め
に
使
わ
れ
る
語
」
と
い
う
、
ほ
と
ん
ど
「
神
」
の
意
味
が
消

え
て
い
る
用
法
ま
で
あ
り
、
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
「
カ
ム
イ
」
は
単
に

神
の
み
な
ら
ず
、
幅
広
い
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
３
）（
人
間
と
対
比
し
て
）「
人
間
以
上
」
の
意
味

前
述
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
う
ち
、
人
間
の
国
に
住
む
勇
者
は
神
で

は
な
い
。
し
か
し
、
人
間
で
あ
り
な
が
ら
人
間
以
上
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
を
含
む
表
現
が
修
飾
句
と
し
て
人
間
（
勇
者
）

に
対
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
戦
い
に
お
け
る
力
や
美

し
さ
に
つ
い
て
、
普
通
の
存
在
と
し
て
の
人
間
と
の
対
比
か
ら
、
人
間
以

上
の
存
在
す
な
わ
ち
神
の
よ
う
だ
と
讃
え
る
表
現
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

カ
ム
イ
ロ
ル
ン
ペ
「
神
（
同
士
）
の
（
よ
う
な
）
戦
い
」
と
い
っ
た
語
句

が
あ
る
。
こ
れ
は
「
神
同
士
」（
憑
き
神
同
士
）
の
戦
い
を
指
示
す
る
こ
と

も
あ
る
語
句
だ
が
、
主
人
公
た
ち
人
間
の
勇
者
同
士
で
の
戦
い
を
カ
ム
イ

ロ
ル
ン
ペ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
「（
神
同
士
の
戦
い
の
よ

う
に
）
激
し
い
戦
い
」
と
い
う
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
カ
ム
イ
ヘ
タ
ㇷ゚
ネ
「
神
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
語
句
は
、
人
間

で
あ
る
勇
者
に
対
し
て
、
並
の
人
間
以
上
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

カ
ム
イ
ヘ
タ
ㇷ゚
ネ
／
ア
イ
ヌ
ヘ
タ
ㇷ゚
ネ
「
神
で
あ
る
の
か
、
人
間
で
あ
る

の
か
」
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
﹇「
水

な
し
に
育
つ
」
三
六
一
│
三
六
二
行
な
ど
﹈。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ム
イ
ヘ
タ

ㇷ゚
ネ
「
神
で
あ
る
の
か｣

だ
け
で
は
な
く
ア
イ
ヌ
ヘ
タ
ㇷ゚
ネ
が
対
で
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
主
人
公
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
敵
対
者
な

ど
主
人
公
以
外
の
勇
者
に
も
使
わ
れ
る
。

（
４
）
不
定
の
登
場
人
物

人
間
に
対
し
て
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
が
使
え
る
の
は
、
こ
こ
ま
で
に

見
た
よ
う
な
、
誇
張
や
比
喩
も
含
め
た
「
神
の
よ
う
な
」
を
意
図
す
る
修

飾
語
と
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
の
用
法
の
み
、
修
飾
語
と
し
て
使

わ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
こ
と
を
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
名
詞

で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
私
に
何
の
神
が
憑
い
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
」
と
い

う
フ
レ
ー
ズ
に
お
け
る
「
何
の
神
（
ネ
ㇷ゚
カ
ム
イ
ェ
）」
の
よ
う
に
、
憑
き

神
な
ど
、神
と
確
定
し
て
は
い
る
が
正
体
不
明
の
登
場
人
物
を
指
し
て
「
カ

ム
イ
」
と
い
う
。
だ
が
、
主
人
公
や
勇
者
な
ど
の
人
間
が
対
象
で
あ
っ
て

も
「
ど
の
人
が
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
」
の
よ
う
に
不
定
の
人
物

を
言
う
場
合
に
は
、
ネ
ㇷ゚
カ
ム
イ
ェ
「
何
の
神
」（
対
句
の
場
合
は
ネ
ㇷ゚
カ

ム
イ
ェ
／
ネ
ㇷ゚
ピ
ト
ホ
「
何
の
神
／
何
の
尊
」）
と
い
う
表
現
を
用
い
る
（
８
）。

登
場
人
物
が
不
定
で
あ
る
際
に
ネ
ㇷ゚
ア
イ
ヌ
フ
「
何
の
人
間
」
と
い
う

語
句
を
用
い
て
い
る
の
は
一
例
の
み
（「
ク
ト
ゥ
ネ
シ
リ
カ
」
四
四
一
七

行
目
）
で
、
何
者
で
あ
る
か
、
そ
の
正
体
が
不
明
な
時
点
で
は
、
そ
の
人

物
が
神
で
あ
る
か
人
間
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
ネ
ㇷ゚
カ
ム
イ
ェ
「
何
の
神
」

と
い
う
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

６
．「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
語
の
使
い
方（

９
）

一
方
、
ア
イ
ヌ
「
人
間
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
場
合
は
、
以
下
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

（
１
）
人
間
そ
の
も
の
を
あ
ら
わ
す

「
カ
ム
イ
」
が
神
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
「
ア
イ
ヌ
」

も
人
間
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、
ア
イ
ヌ
モ
シ
ㇼ
「
人
間
の
国
」
は
、
カ
ム
イ
モ
シ
ㇼ
「
神

の
国
」
に
対
し
て
、
人
間
が
住
む
地
上
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
イ
ヌ
ア
ㇰ
ポ
「
人
間
の
弟
」
の
よ
う
に
「
ア
イ
ヌ
」
＋
親
族

名
称
と
い
う
呼
称
の
表
現
も
あ
る
。
た
と
え
ば
天
の
国
に
い
る
人
文
神
が

主
人
公
を
指
し
て
言
う
場
合
に
、
神
（
で
あ
る
発
言
者
）
に
対
し
て
、
主

人
公
が
「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
の
修
飾
語
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
カ
ム
イ
ア
ア
キ
「
神
の
弟
」
の
よ
う
に
「
カ
ム
イ
」

に
お
い
て
も
同
じ
形
式
の
語
句
は
見
ら
れ
る
が
、
修
飾
語
＋
親
族
名
称
と

い
う
同
じ
形
式
で
は
あ
っ
て
も
、「
カ
ム
イ
」
の
場
合
は
神
と
は
関
係
な
く

美
称
と
し
て
の
用
法
だ
が
、「
ア
イ
ヌ
」
の
場
合
は
美
称
で
は
な
く
人
間
で
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あ
る
こ
と
そ
の
も
の
を
言
っ
て
お
り
、
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
は
な
っ
て
い

な
い
。

（
２
）
美
称

「
カ
ム
イ
」に
は
美
称
と
し
て
の
用
法
が
多
い
こ
と
は
前
述
の
通
り
だ
が
、

「
ア
イ
ヌ
」
を
用
い
た
表
現
の
な
か
に
は
、「
カ
ム
イ
」
と
同
様
に
美
称
と

し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
た
だ
し
、
表
現
と
し
て
は
固
定
し
て
お

り
、
ア
イ
ヌ
ピ
ト
「
立
派
な
人
」、
ポ
ン
ア
イ
ヌ
ポ
ン
ク
ㇽ
（
ポ
ナ
イ
ヌ
ポ

ン
ク
ㇽ
）「
年
若
い
勇
士
」
に
限
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
主
人
公
に
用
い
ら
れ

る
例
が
多
い
が
、
敵
対
者
も
含
め
主
人
公
以
外
の
勇
者
に
対
し
て
も
使
わ

れ
る
。

（
３
）（
神
と
対
比
し
て
）「
人
間
以
上
」
の
意
味

前
述
の
カ
ム
イ
ヘ
タ
ㇷ゚
／
ア
イ
ヌ
ヘ
タ
ㇷ゚
「
神
な
の
か
／
人
間
な
の
か
」

の
よ
う
に
「
カ
ム
イ
」
と
対
で
用
い
ら
れ
、
人
間
か
神
か
わ
か
ら
な
い
、

す
な
わ
ち
人
間
で
は
な
く
神
の
よ
う
に
思
え
る
ほ
ど
立
派
だ
と
い
う
意
味

を
表
す
際
に
も
「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
な

お
、
こ
の
場
合
は
、「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
が
立
派
で
あ
る
こ
と

を
表
す
の
で
は
な
く
、「
カ
ム
イ
」
と
の
対
句
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
。

以
上
は
「
カ
ム
イ
」
の
使
い
方
と
同
様
の
、
あ
る
い
は
対
応
す
る
用
法

で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
「
カ
ム
イ
」
に
は
な
い
使
い
方
と
し
て
、
以
下
の

よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。

（
４
）
身
体
性

特
に
戦
闘
に
お
い
て
、
人
間
の
首
を
斬
る
、
復
活
時
に
人
の
身
体
が
形
成

さ
れ
て
い
く
な
ど
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
身
体
性
や
姿
に
着
目
す
る
場
合

に
は
「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
、「
カ
ム
イ
」
は
用
い
ら
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
ア
イ
ヌ
ペ
ン
ニ
ㇱ
「
人
間
の
上
体
」、
サ
パ
サ
ㇰ
ア
イ
ヌ

「
頭
の
な
い
人
間
」
と
い
う
表
現
は
、
主
人
公
が
刀
を
振
る
っ
て
敵
の
身
体

を
バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
際
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
ア
イ
ヌ
カ
ッ
ネ
「
人
間
の
姿
と
し
て
」
は
、
自
分
の
周
り
に
巫

力
の
靄
を
張
っ
て
、
自
分
の
正
体
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
人
物
の
こ
と
を

「
人
の
姿
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」﹇「
ト
リ
カ
ブ
ト
姫
」　

八
一
八
行
目
﹈

と
言
う
場
合
な
ど
に
使
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
も
、「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
語
の

み
が
用
い
ら
れ
、「
カ
ム
イ
」
が
用
い
ら
れ
る
例
は
な
い
。

（
５
）
蔑
称

主
人
公
や
敵
対
者
を
罵
る
際
に
用
い
ら
れ
る
語
で
、
主
に
登
場
人
物
に

よ
る
会
話
文
中
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ウ
ェ
ン
ア
イ
ヌ
サ
ニ
（
ウ
ェ

ナ
イ
ヌ
サ
ニ
）「
悪
い
人
間
の
子
孫
」
と
い
う
表
現
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
特
に
相
手
を
罵
倒
す
る
際
に
使
わ
れ
る
が
、
兄
弟
間
で
言
わ
れ
る

例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
誰
の
サ
ニ
「
子
孫
」
で
あ
る
か
は
関
係
な

く
、
ひ
と
つ
の
常
套
的
な
表
現
で
あ
る
。
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７
．
結
論
─
─
登
場
場
面
に
お
け
る
「
カ
ム
イ
」
と
「
ア
イ
ヌ
」

の
使
い
分
け

以
上
の
よ
う
な
、「
カ
ム
イ
」「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
使

い
方
か
ら
、
登
場
場
面
に
お
い
て
、
同
一
人
物
で
あ
っ
て
も
空
を
飛
ん
で

く
る
際
に
は
「
カ
ム
イ
」、
地
上
に
降
り
る
際
に
は
「
ア
イ
ヌ
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

空
を
飛
ん
で
く
る
際
に
は
、
カ
ム
イ
オ
マ
ニ
ㇱ
「
神
入
り
の
雲
」
を
伴

う
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
だ
遠
く
に
い
る
う
え
、
雲
な
ど
に
よ
っ
て
そ

の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
人
間
で
あ
る
は
ず
の
登
場
人

物
に
対
し
て
も
「
不
定
の
人
物
」
と
し
て
の
「
カ
ム
イ
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。

一
方
、
地
上
に
降
り
る
際
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
や
っ
て
来
た
の
か

が
、
や
や
わ
か
っ
て
く
る
段
階
で
あ
る
た
め
、
人
間
で
あ
る
場
合
に
は
「
カ

ム
イ
」
は
使
わ
れ
な
く
な
る
。
主
人
公
は
そ
の
正
体
を
直
接
目
視
し
て
は

い
な
い
た
め
、
人
物
の
特
定
は
で
き
て
い
な
い
も
の
の
、「
刀
の
鍔
の
音
」

が
し
て
い
る
こ
と
か
ら
男
で
あ
る
（
あ
る
い
は
、
首
飾
り
の
音
か
ら
女
で

あ
る
）
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
不
定
の
人
物
が
実
は
神
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ア
イ
ヌ
テ
ㇾ
ケ
「
人
間
が
跳
び
下
り
る
」
と
い
う

表
現
に
よ
っ
て
、
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

10
（

。

同
様
の
使
い
分
け
は
、
登
場
場
面
以
外
で
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

女
主
人
公
が
神
の
国
か
ら
人
間
の
国
を
見
下
ろ
し
て
い
る
と
、
ネ
ㇷ゚
カ

ム
イ
／
ネ
ㇷ゚
ピ
ト
ホ
「
何
の
神
／
何
の
尊
」
か
わ
か
ら
な
い
が
、
誰
か
巫

術
で
も
っ
て
靄
を
作
っ
て
い
る
人
物
の
存
在
が
目
に
留
ま
る
。
こ
の
際

は
、
靄
に
よ
っ
て
正
体
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
不
定
の
人
物
を
ネ
ㇷ゚

カ
ム
イ
「
何
の
神
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
後
に
主
人
公
が
靄
の
中
身

と
な
る
人
物
の
姿
を
確
認
し
た
際
に
は
、
ア
ㇺ
セ
ッ
カ
タ
／
ア
イ
ヌ
ホ
ッ

ケ
コ
ト
ㇺ
「
寝
台
の
上
に
／
人
が
寝
て
い
る
よ
う
に
」﹇「
ト
リ
カ
ブ
ト
姫
」

四
一
九
│

四
二
〇
行
﹈
と
、
同
一
人
物
を
指
示
す
る
語
が
「
カ
ム
イ
」
か
ら

「
ア
イ
ヌ
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
人
物
の
不
定
性
の
み
な

ら
ず
、
人
の
姿
・
格
好
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
い
う
身
体
性
に
よ
っ

て
「
カ
ム
イ
」
か
ら
「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
語
へ
移
行
し
て
い
る
と
い
う
側

面
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
で
あ
る
勇
者
た
ち
が
雲
や
靄
な
ど
を
ま
と
っ
て
姿

が
確
認
で
き
な
い
段
階
で
は
、
並
の
人
間
以
上
の
力
を
持
っ
た
「
不
定
の

人
物
」
で
あ
る
こ
と
を
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
で
あ
ら
わ
す
が
、
そ
の
雲

や
靄
が
晴
れ
、
人
物
の
固
有
名
な
ど
が
特
定
で
き
な
い
ま
で
も
、
お
お
よ

そ
の
正
体
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
段
階
で
は
、
そ
の
人
物
自
体
は
神
で
は
な

く
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、
身
体
性
の
現
れ
か
ら
「
ア
イ
ヌ
」
と
い

う
語
を
用
い
て
い
る
と
い
う
使
い
分
け
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
る）

11
（

。

さ
ら
に
、
こ
の
登
場
場
面
よ
り
後
に
は
、
登
場
人
物
が
ど
こ
か
ら
来
た

何
者
で
あ
る
か
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
～
ウ
ン
ク
ㇽ
「
～
の
人
」、
～

ウ
ン
マ
ッ
「
～
の
女
」
な
ど
の
名
称
や
、
～
コ
ッ
ト
ゥ
レ
シ
「
～
の
妹
」

な
ど
の
関
係
性
を
示
す
語
句
な
ど
に
よ
っ
て
登
場
人
物
は
呼
ば
れ）

12
（

、「
カ
ム

イ
」「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
呼
称
は
使
わ
れ
な
く
な
る
。
登
場
場
面
に
限
っ
て
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「
カ
ム
イ
」「
ア
イ
ヌ
」
が
用
い
ら
れ
る
の
も
、
人
物
が
不
定
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
以
上
で
見
た
よ
う
な
違
い
は
、
ア
イ
ヌ
英
雄
叙
事
詩
す
べ
て

に
共
通
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
幌
別
の
金
成
マ
ツ
氏
に
よ
る

テ
キ
ス
ト
で
は
、
登
場
場
面
に
お
い
て
人
物
が
地
上
に
降
り
立
つ
際
に
、

ヤ
ク
ラ
カ
ウ
ン		

櫓
の
上
か
ら

カ
ム
イ
ラ
ㇷ゚
フ
ㇺ	

神
の
飛
び
降
る
音
が
あ
り

	

﹇
金
成
・
金
田
一
、一
九
六
五　

三
八
﹈

と
い
う
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
鍋
沢
氏

の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
ア
イ
ヌ
テ
ㇾ
ケ
「
人
間
が
飛
び
降
り
る
」
と
い

う
表
現
が
よ
く
使
わ
れ
る
部
分
に
お
い
て
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
同
じ
金
成
マ
ツ
氏
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
の
注
釈
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
場
合
の
「kam

ui

（
神
）
は
招
待
さ
れ
て
来
る
英
雄
た
ち
の
こ

と
を
尊
敬
し
て
い
い
た
る
語
、
と
伝
承
者
の
自
註
」﹇
金
田
一
、一
九
九
三

ｂ　

三
七
七
﹈
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
成
氏
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、

「
英
雄
達
の
こ
と
を
尊
敬
し
て
」
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
た
め
に
「
カ

ム
イ
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
承
者
に
よ
っ
て

表
現
に
お
け
る
相
違
も
あ
る
が
、
鍋
沢
氏
の
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
表
現

と
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
使
い
分
け
が
確
認
で
き
る
。

テ
キ
ス
ト
・
参
考
文
献

遠
藤
志
保
「
ア
イ
ヌ
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
登
場
人
物
の
名
称
」『『
千
葉

大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書　

ア
イ
ヌ
語

の
文
献
学
的
研
究
（
一
）』
二
〇
一
四　

千
葉
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究

科
大
島
建
彦
、
薗
田
稔
、
圭
室
文
雄
、
山
本
節
（
編
）『
日
本
の
神
仏
の
辞
典
』

二
〇
〇
一　

大
修
館
書
店

奥
田
統
己
「
ア
イ
ヌ
語
の
韻
文
に
お
け
る
音
節
数
志
向
と
ア
ク
セ
ン
ト
志

向
」『
千
葉
大
学
ユ
ー
ラ
シ
ア
言
語
文
化
論
集　

一
四
』
二
〇
一
二　

千

葉
大
学
ユ
ー
ラ
シ
ア
言
語
文
化
論
講
座

金
成
マ
ツ
（
筆
録
）、
金
田
一
京
助
（
訳
注
）『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩　

ユ
ー
カ

ラ
集
Ⅰ
』
一
九
五
九　

三
省
堂

金
成
マ
ツ
（
筆
録
）、
金
田
一
京
助
（
訳
注
）『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩　

ユ
ー
カ

ラ
集
Ⅴ
』
一
九
六
五　

三
省
堂

金
田
一
京
助
『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩　

ユ
ー
カ
ラ
の
研
究
』
一
九
三
一　

東
洋

文
庫

	

（
引
用
は
金
田
一
京
助
『
金
田
一
京
助
全
集　

第
九
巻
』
一
九
九
三
ａ　

三
省
堂

	
	

	

金
田
一
京
助
『
金
田
一
京
助
全
集　
第
一
〇
巻
』
一
九
九
三
ｂ　

三
省
堂
）

金
田
一
京
助
『
金
田
一
京
助
全
集　

第
一
二
巻
』
一
九
九
三
ｃ　

三
省
堂

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

久
保
寺
逸
彦
（
編
）『
ア
イ
ヌ
語
・
日
本
語
辞
典
稿
』
一
九
九
二　

北
海
道

教
育
委
員
会

田
村
す
ず
子
『
ア
イ
ヌ
語
音
声
資
料
七
』
一
九
九
一　

早
稲
田
大
学
語
学
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教
育
研
究
所

藤
村
久
和
『
ア
イ
ヌ
の
霊
の
世
界
』
一
九
八
二　

小
学
館
創
造
選
書

北
海
道
教
育
庁
社
会
教
育
部
文
化
課
（
編
）『
ア
イ
ヌ
民
俗
文
化
財
ユ
ー
カ

ラ
シ
リ
ー
ズ
一　

金
の
下
駄
（
カ
ニ
ピ
ラ
ッ
カ
））』
一
九
七
九　

北
海

道
教
育
委
員
会

Ｎ
・
Ｇ
・
マ
ン
ロ
ー
（
著
）、
Ｂ
・
Ｚ
・
セ
リ
グ
マ
ン
（
編
）『
ア
イ
ヌ
の

信
仰
と
そ
の
儀
式
』
二
〇
〇
二　

国
書
刊
行
会

門
別
町
郷
土
史
研
究
会
（
編
）、
鍋
沢
元
蔵
（
筆
録
）、
扇
谷
昌
康
（
訳
注
）

『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩　

ク
ト゚
ネ
シ
リ
カ
』
一
九
六
五　

門
別
町
郷
土
史
研
究

会
門
別
町
郷
土
史
研
究
会
（
編
）、
鍋
沢
元
蔵
（
筆
録
）、
扇
谷
昌
康
（
訳
注
）

『
ア
イ
ヌ
の
叙
事
詩
』
一
九
六
九　

門
別
町
郷
土
史
研
究
会

附
記本

論
文
は
、
二
〇
一
四
年
六
月
八
日
に
東
北
大
学
に
て
行
わ
れ
た
第

三
八
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
大
会
に
お
け
る
発
表
「
ア
イ
ヌ
英
雄
叙
事
詩

に
お
け
るkam

uy

（
カ
ム
イ
）
に
つ
い
て
」
を
改
題
の
う
え
、
加
筆
・
修

正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
論
文
と
し
て
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
発

表
に
際
し
て
頂
戴
し
た
質
問
・
意
見
を
参
考
に
し
た
。
ご
指
導
く
だ
さ
っ

た
諸
先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。

注（
1
）	

テ
キ
ス
ト
の
引
用
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
語
は
ロ
ー
マ
字
表
記
だ
が
、
本

稿
に
お
い
て
は
す
べ
て
カ
ナ
表
記
に
改
め
た
。
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て

は
、
以
下
同
様
。
た
だ
し
論
文
な
ど
か
ら
の
引
用
は
、
ロ
ー
マ
字
も

含
め
て
そ
の
ま
ま
表
記
し
て
い
る
。

（
2
）	

空
を
飛
ん
で
近
づ
く
際
に
カ
ム
イ
で
は
な
く
ア
イ
ヌ
エ
ㇰ
フ
ㇺ
「
人

間
が
来
る
音
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る
例
は
二
例
の
み
（「
ク
ト
ゥ

ネ
シ
リ
カ
」
五
一
八
四
行
、
六
二
四
四
行
）
で
、
そ
れ
以
外
は
上
述

の
使
い
分
け
に
則
っ
て
い
る
。

（
3
）	

以
後
、
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
字
句
と
し
て
の
カ
ム
イ
に
は
「　

」
を

つ
け
、
雷
の
神
な
ど
登
場
人
物
に
か
ん
し
て
は
「
神
」
と
い
う
日
本

語
訳
で
記
す
。「
ア
イ
ヌ
」「
人
間
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
も
、
同

様
。

（
4
）	

国
立
民
族
学
博
物
館
所
蔵
鍋
沢
元
蔵
筆
録
ノ
ー
ト
の
テ
キ
ス
ト
は

二
〇
一
四
年
九
月
現
在
未
公
刊
（
国
立
民
族
学
博
物
館
よ
り
刊
行
予

定
）。
各
タ
イ
ト
ル
の
う
ち
、「
ポ
イ
ソ
ヤ
ウ
ン
マ
ッ
」
は
昭
和
三
四

年
筆
録
ノ
ー
ト
に
所
収
。
鍋
沢
氏
に
よ
る
タ
イ
ト
ル
は
「
ポ
イ
ソ
ヤ

ン
マ
ッ　

イ
ワ
ン
ロ
ク
ン
テ
ウ　

ウ
コ
エ
タ
イ
ェ
（
ポ
イ
ソ
ヤ
ウ
ン

マ
ッ
が
六
隻
の
戦
艦
と
引
っ
張
り
合
う
）」
だ
が
、
略
し
て
「
ポ
イ

ソ
ヤ
ウ
ン
マ
ッ
」
と
記
す
。「
三
兄
弟
」
は
昭
和
三
年
筆
録
ノ
ー
ト

に
所
収
。
タ
イ
ト
ル
は
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
筆
者
が
便
宜
的
に

つ
け
た
。「
ニ
タ
イ
パ
カ
イ
ェ
」
は
筆
録
年
の
違
い
に
よ
っ
て
、
仮

に
「
二
九
年
版
」「
四
〇
年
版
」（
共
に
昭
和
）
と
し
た
。

（
5
）	
狩
猟
の
神
な
ど
、
全
体
を
統
括
す
る
神
も
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は

概
観
に
と
ど
め
る
た
め
詳
細
は
割
愛
し
た
。

（
6
）	

フ
リ
は
神
と
い
う
よ
り
化
け
物
に
近
い
存
在
だ
が
、
神
謡
（
た
と
え
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ば
久
保
寺
一
九
七
七
）
に
も
登
場
し
、「
こ
れ
を
守
護
神
と
仰
ぐ
一

族
が
あ
る
」（
久
保
寺　

一
九
九
二　

九
三
）
こ
と
か
ら
祈
り
の
対

象
と
も
な
っ
て
い
る
。

（
7
）	
他
の
地
域
あ
る
い
は
伝
承
者
に
よ
る
英
雄
叙
事
詩
の
な
か
に
は
、

主
人
公
で
あ
る
少
年
英
雄
の
母
親
が
天
の
国
の
オ
オ
カ
ミ
神
の

妹
で
あ
る
﹇
た
と
え
ば
北
海
道
教
育
庁
社
会
教
育
部
文
化
課　

一
九
七
九
﹈
よ
う
に
、
単
な
る
人
間
で
は
な
く
神
に
近
い
存
在
と

し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
鍋
沢
氏
の
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
は
神
と
の
関
係
性
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
ず
、
主
人

公
に
つ
い
て
も
人
間
と
し
て
の
側
面
が
際
立
っ
て
い
る
。
英
雄
叙

事
詩
の
主
人
公
の
性
質
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
く
、
地
域
に
よ
っ

て
違
い
も
あ
る
た
め
、
主
人
公
の
神
性
／
人
間
性
に
つ
い
て
も
議

論
を
深
め
る
べ
き
重
要
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
が
、
紙
幅

の
都
合
か
ら
別
稿
に
譲
る
。

（
8
）	

ネ
ㇷ゚
ピ
ト
ホ
の
「
ピ
ト
（
ホ
）」
は
日
本
語
「
ひ
と
」
が
語
源
で
は

あ
る
が
、「
カ
ム
イ
」
と
の
対
句
に
お
い
て
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
こ

と
か
ら
、「
カ
ム
イ
」
と
同
意
の
語
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
指
示
す
る

の
は
「
人
間
」
で
は
な
く
「
神
（
カ
ム
イ
）」。

（
9
）	「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
語
に
は
「
人
間
」
の
ほ
か
「
父
親
」
と
い
う
意

味
も
あ
る
た
め
、
ア
コ
ㇿ
ア
イ
ヌ
「
我
が
父
親
」
の
よ
う
な
使
い
方

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
人
間
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
語
に
限
っ
て
挙

げ
て
い
る
。

（
10
）	

な
お
、
や
っ
て
く
る
登
場
人
物
が
神
で
あ
る
場
合
は
、
カ
ム
イ
エ
ㇰ

「
神
が
来
る
」
そ
し
て
カ
ム
イ
テ
ㇾ
ケ
「
神
が
跳
び
下
り
る
」（「
ニ

タ
イ
パ
カ
イ
ェ
（
二
九
年
版
）」）
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
お
り
、

こ
の
場
合
も
テ
ㇾ
ケ
「
跳
び
下
り
る
」
と
い
う
動
作
の
と
こ
ろ
で
、

神
か
人
間
か
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）	

こ
こ
で
考
察
し
た
語
の
意
味
の
違
い
以
外
に
も
、「
カ
ム
イ
」
は
第

二
音
節
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
り
、「
ア
イ
ヌ
」
は
第
一
音
節
に
ア
ク

セ
ン
ト
が
あ
る
と
い
う
違
い
も
あ
る
た
め
、
奥
田
（
二
〇
一
二
）
で

説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ク
セ
ン
ト
優
先
と
音
節
数
優
先
に
よ

る
韻
律
に
よ
る
影
響
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
。

（
12
）	「
カ
ム
イ
」「
ア
イ
ヌ
」
以
外
の
登
場
人
物
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
遠

藤
（
二
〇
一
四
）
で
論
じ
て
い
る
。

	

（
え
ん
ど
う
・
し
ほ
／
千
葉
大
学
大
学
院
）


