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◆ キーワード　キツネ／ヘビ／異類婚／動物変身譚／アイヌ文化

ア
イ
ヌ
の
動
物
変
身
譚
に
お
け
る「
第
3
の
変
身
」に
つ
い
て

北 

原　

次 

郎 

太

は
じ
め
に

ア
イ
ヌ
の
宗
教
文
化
研
究
に
お
い
て
は
、
初
期
の
段
階
か
ら
日
常
の
語
り

（
民
俗
例
）
と
文
学
資
料
を
併
用
し
て
き
た
。
今
後
は
文
学
へ
の
依
拠
が
強

ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
双
方
の
背
景
に
あ
る
世
界
観
が
必
ず
し
も

一
致
せ
ず
、
し
ば
し
ば
矛
盾
す
る
こ
と
に
改
め
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

知
里
真
志
保
は
「
ア
イ
ヌ
語
法
概
説
」
の
中
で
名
詞
の
性
に
関
連
し
「
神

謡
に
於
て
或
種
の
動
物
又
は
無
生
物
が
擬
人
化
さ
れ
て
と
る
性
は
習
慣
に

依
っ
て
一
定
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
知
里
が
例
示
す
る
カ
ラ
ス
や
カ
ケ
ス

な
ど
は
、
生
活
誌
に
お
い
て
は
雌
雄
い
ず
れ
も
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
文
学

中
で
は
概
し
て
「
伯
父
」
や
「
男
」
な
ど
特
定
の
性
別
で
登
場
す
る
傾
向
が

あ
る
。
こ
う
し
た
民
俗
例
と
文
学
の
ズ
レ
は
、
今
後
の
世
界
観
や
神
観
念
の

研
究
を
展
開
す
る
に
先
だ
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
き

た
。
そ
の
一
環
と
し
て
本
誌
40
号
で
は
、tusu

（
シ
ャ
マ
ン
儀
礼
）
に
つ
い

て
取
り
上
げ
、
民
俗
例
で
語
ら
れ
る
シ
ャ
マ
ン
の
人
格
交
替
や
忘
失
が
、
文

学
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

本
稿
で
は
、
動
物
変
身
譚
に
見
ら
れ
る
3
タ
イ
プ
の
変
身
に
注
目
し
、

動
物
神
の
「
変
身
」
に
つ
い
て
民
俗
例
と
文
学
が
ど
の
程
度
リ
ン
ク
し
て

い
る
か
を
検
討
す
る
。

小
澤
俊
夫
（
一
九
九
四
）
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
ア
ラ
ス
カ
先
住
民
な
ど

北
方
民
族
の
婚
姻
譚
に
お
い
て
は
、
あ
た
か
も
人
間
が
動
物
の
一
種
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
認
識
の
上
で
語
ら
れ
る
人
と
両
者
の
婚

姻
は
、
異
類
婚
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
同
類
婚
的
だ
と
い
う
。
ま
た
、
日

本
の
昔
話
に
見
ら
れ
る
動
物
認
識
も
、
動
物
か
ら
人
間
へ
の
変
身
が
特
に

原
理
的
説
明
を
要
さ
ず
自
然
に
起
こ
る
と
い
う
点
で
、
北
方
を
含
め
た
非

キ
リ
ス
ト
教
圏
の
諸
民
族
と
共
通
す
る
も
の
だ
と
い
う
。

中
村
禎
里
（
二
〇
〇
六
）
も
、
北
方
民
族
の
世
界
で
は
人
と
動
物
の
境

界
が
明
瞭
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
グ
リ
ム
童
話
集
の
中
に
動
物
か
ら
人
へ

の
変
身
譚
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
（
変
身
の
事
例
は
、
魔
法
に
よ
っ
て

動
物
に
さ
れ
て
い
た
人
が
本
来
の
姿
に
戻
る
ケ
ー
ス
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
）

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
キ
リ
ス
ト
教
圏
）
の
昔

話
に
は
、
動
物
と
人
の
強
い
断
絶
が
感
じ
ら
れ
、
動
物
が
人
の
領
域
へ
侵
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入
す
る
こ
と
に
対
し
よ
り
強
い
拒
絶
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
た
。
一
方
、
人

が
動
物
に
変
身
し
て
動
物
と
婚
姻
す
る
事
例
は
日
本
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
も

に
皆
無
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
共
通
性
が
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

小
澤
や
中
村
が
指
摘
す
る
、
非
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
昔
話
に
お
け
る
人
と

動
物
の
近
さ
や
、
そ
の
一
方
で
動
物
と
の
婚
姻
に
対
す
る
拒
絶
感
情
が
あ

る
と
い
う
点
は
、
ア
イ
ヌ
の
文
学
に
も
認
め
ら
れ
る
。
ア
イ
ヌ
文
学
で
も
、

動
物
と
人
の
変
身
が
ご
く
自
然
に
、
ま
た
頻
繁
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
変
身
譚
に
お
い
て
、
動
物
と
人
の
姿
の
ど
ち
ら
が

本
質
と
さ
れ
て
い
る
か
に
注
目
し
て
み
た
い
。
朝
鮮
半
島
や
日
本
で
は
「
ヘ
ビ

婿
」
や
「
ツ
ル
女
房
」
の
よ
う
に
「
動
物
が
一
時
的
に
人
間
に
変
身
し
て
来

訪
す
る
」
ケ
ー
ス
が
優
勢
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
イ
ヌ
や
他
の
北
方
民

族
に
は
「
本
来
人
と
同
じ
姿
を
し
て
い
る
動
物
達
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に

応
じ
て
動
物
の
姿
に
変
身
し
て
来
訪
す
る
」
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
狩
猟
等

に
よ
る
人
と
動
物
の
接
触
は
、
動
物
神
の
一
時
的
な
変
身
と
訪
問
の
結
果
と

さ
れ
、
霊
送
り
儀
礼
等
の
論
理
や
神
界
の
イ
メ
ー
ジ
も
こ
れ
を
基
盤
と
し
て

構
築
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア
イ
ヌ
の
文
学
に
は
、
動
物
と
し
て
の
姿

を
本
質
と
す
る
か
の
よ
う
な
話
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

一
．
変
身
の
3
類
型

前
節
で
述
べ
た
「
人
の
姿
を
し
た
神
か
ら
動
物
へ
の
変
身
」
を
第
1
の

変
身
、「
人
か
ら
動
物
へ
の
変
身
」
を
第
2
の
変
身
と
す
る
。
さ
ら
に
荻
原

（
二
〇
一
六
）
に
は
、
動
物
が
人
に
変
身
す
る
第
3
の
変
身
に
つ
い
て
の
指

摘
が
あ
る
。

第
1
の
変
身　

神
（
人
の
姿
）
↓
衣
・
冑
の
着
用
↓
動
物

第
2
の
変
身　

人
↓
動
物

第
3
の
変
身　

動
物
↓
人

第
1
の
変
身
は
、
人
の
姿
を
し
た
神
が
動
物
に
変
身
す
る
も
の
で
、
動

物
神
が
着
物
や
冑
を
ま
と
う
こ
と
で
お
こ
る
。
着
物
は
動
物
の
肉
体
と
な

り
、
人
へ
の
土
産
と
し
て
人
間
界
に
残
さ
れ
る 

。
次
の
散
文
説
話
は
第
1

の
変
身
の
一
例
で
あ
る 

。

「
木
彫
り
の
オ
オ
カ
ミ
」

ク
マ
の
主
宰
神
の
息
子
で
あ
る
若
い
ク
マ
が
、
石
狩
の
中
流
に
住
む
女

性
に
惚
れ
て
妻
に
し
よ
う
と
す
る
。
舅
を
操
っ
て
女
性
を
山
の
中
に
置
き

去
り
に
さ
せ
、
襲
っ
て
魂
を
奪
お
う
と
す
る
が
、
女
性
が
護
符
に
し
て
い

た
木
彫
り
の
オ
オ
カ
ミ
の
た
め
に
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
う

ち
に
下
流
か
ら
来
た
男
が
ク
マ
を
退
治
し
た
。
ク
マ
は
夢
に
現
れ
て
謝
罪

し
、
自
分
を
祭
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
神
界
に
戻
れ
る
よ
う
に
祈
っ

て
欲
し
い
と
懇
願
し
た
。
人
々
は
謝
罪
を
聞
き
入
れ
、
そ
の
ク
マ
を
送
る

と
と
も
に
、
ク
マ
の
主
宰
神
に
向
っ
て
、
若
グ
マ
を
許
す
よ
う
祈
っ
た
。

後
日
、
若
グ
マ
は
再
び
夢
に
現
れ
、
感
謝
を
述
べ
て
、
以
後
人
々
を
守
る

こ
と
を
誓
っ
た
。 

（
平
取
町
上
貫
気
別　

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館35298

）

本
篇
を
小
澤
（
一
九
九
四
）
に
な
ら
っ
て
図
化
し
た
（
図
1
）。
ク
マ
神
は
、

人
間
と
接
触
す
る
場
面
で
は
ク
マ
の
姿
（
図
中
の
…
…
）
に
な
り
、人
の
姿
（
図

中
の
│
│
）
を
と
る
の
は
夢
の
中
の
み
で
あ
る
。
ク
マ
神
を
送
る
場
面
で
は
、
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神
は
神
の
世
界
で
伴
侶
を
見
つ

け
る
べ
き
こ
と
を
諭
し
て
お

り
、
動
物
が
越
境
す
る
事
へ
の

け
ん
制
・
拒
絶
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、
第
2
の
変
身

は
、
人
が
動
物
神
の
力
に
よ
っ

て
そ
の
動
物
の
姿
に
変
え
ら
れ
、

そ
の
世
界
へ
引
き
込
ま
れ
る
話

型
に
多
い
。
ま
た
、
魔
物
の
呪

い
で
（
単
な
る
加
害
と
し
て
）

動
物
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
例
、

不
心
得
者
が
一
種
の
罰
と
し
て

動
物
に
変
え
ら
れ
る
例
も
あ
る
。

次
の
散
文
説
話
は
、
動
物
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
、
伴
侶
と
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

「
一
人
で
交
易
に
行
っ
て
悪
神
に
ア
リ
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
弟
の
話
」

老
父
母
を
養
っ
て
い
た
兄
弟
の
弟
が
、
船
で
交
易
に
出
か
け
た
ま
ま
戻

ら
な
い
。
兄
が
探
し
に
行
く
と
大
き
な
岩
山
の
ふ
も
と
に
弟
の
船
が
見
え

る
。
岩
山
の
上
に
は
大
き
な
家
が
あ
り
、
ア
リ
の
行
列
が
中
に
入
っ
て
行

く
。
列
の
最
後
に
い
た
ア
リ
が
「
船
が
打
ち
上
げ
ら
れ
て
こ
の
家
に
引
き

寄
せ
ら
れ
た
。
中
に
は
老
夫
婦
と
娘
が
い
た
。
彼
ら
は
天
か
ら
降
ろ
さ
れ

た
大
ア
リ
で
、
天
界
に
ち
ょ
う
ど
良
い
婿
が
い
な
か
っ
た
の
で
私
が
目
を

付
け
ら
れ
て
娘
婿
（
ア
リ
）
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
兄
さ
ん
も
ア
リ
に
さ

れ
て
し
ま
う
か
ら
逃
げ
て
く
れ
」
と
告
げ
た
。

 

（
新
ひ
だ
か
町
静
内　

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館34119

、30006

）

大
ア
リ
の
本
来
の
姿
は
、
や
は
り
人
の
形
（
老
夫
婦
と
娘
）
で
あ
る
。
そ
こ

に
強
引
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
弟
も
人
と
同
じ
姿
を
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、

兄
と
対
面
す
る
場
面
で
は
ア
リ
の
姿
に
な
っ
て
い
る
（
図
2
）。
先
の
話
と
同
じ

よ
う
に
、
動
物
の
世
界
は
表
層
の
「
動
物
の
姿
で
い
る
世
界
」
と
、
人
の
目
か

ら
は
隠
さ
れ
た
「
人
の
姿
で
い
る
世
界
」
の
二
層
が
重
な
っ
た
よ
う
に
描
か
れ
、

人
の
領
域
に
留
ま
っ
て
い
る
者
の
目
に
は
表
層
の
世
界
（
動
物
の
姿
）
し
か
見

え
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
こ
の
話
で
、
弟
が

ア
リ
達
の
本
来
の
姿
を
目

に
し
た
の
は
、
こ
の
と
き
既

に
そ
の
世
界
に
引
き
込
ま

れ
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
か
。

第
3
の
変
身
で
は
、
神

（
人
の
姿
）
が
動
物
へ
姿

を
変
え
た
後
に
、
再
び
神

（
人
）
の
姿
に
な
る
。

「
馬
の
神
に
言
い
寄
ら
れ

た
奥
さ
ん
の
話
」

あ
る
夫
婦
の
所
へ
現
れ

た
神
の
よ
う
な
男
が
、
そ

図 1　木彫りのオオカミ（人の姿── 動物の姿 ……）

図 2　アリにされた弟（人の姿── 動物の姿 ……）
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の
ま
ま
夫
婦
の
家
に
居
つ
き
、
夫
の
狩
を
手
伝
う
。
男
は
よ
く
働
き
、
夫
婦

に
気
に
い
ら
れ
る
。
あ
る
と
き
夫
だ
け
が
狩
に
い
き
、
男
は
家
に
残
っ
た
。

男
は
人
妻
に
言
い
寄
っ
た
た
め
、
妻
は
逃
げ
出
し
た
。
男
は
ウ
マ
の
姿
に

な
っ
て
妻
を
追
い
、
妻
も
逃
げ
て
い
る
う
ち
に
ウ
マ
の
姿
に
な
っ
て
い
た
。

ウ
マ
に
追
わ
れ
て
山
頂
に
行
く
と
、
そ
こ
に
は
メ
ス
ウ
マ
の
群
れ
が
い
た
。

そ
れ
は
あ
ち
こ
ち
の
村
か
ら
さ
ら
わ
れ
て
き
た
娘
た
ち
だ
っ
た
。
翌
日
夫
が

後
を
追
っ
た
が
、
妻
は
「
も
う
人
間
の
姿
に
は
戻
れ
な
い
か
ら
、
自
分
の
こ

と
は
あ
き
ら
め
て
後
添
え
を
も
ら
う
よ
う
に
」
と
告
げ
て
去
っ
た
。

 

（
北
海
道
南
部
新
ひ
だ
か
町
静
内　

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館　

34173A
B

）

冒
頭
で
神
の
よ
う
な
男

と
し
て
現
れ
た
者
は
、
実
は

ウ
マ
が
変
身
し
た
姿
で
あ
っ

た
。
や
が
て
男
は
ウ
マ
の
姿

に
な
っ
て
人
妻
を
追
い
、
そ

の
力
に
よ
っ
て
妻
も
ウ
マ
に

さ
れ
て
し
ま
う
。
先
の
ア
リ

に
さ
れ
た
話
と
同
様
に
、
こ

の
ウ
マ
も
神
界
で
は
人
の
姿

を
し
て
い
る
と
推
測
す
る
こ

と
も
で
き
る
が
、
作
中
で
は

明
確
に
は
語
ら
れ
な
い
。

第
3
の
変
身
が
起
こ
る

話
型
と
し
て
は
、
こ
う
し

た
異
類
婚
譚
の
ほ
か
孤
児
養
育
譚
や
古
器
物
放
浪
譚
の
一
群
が
あ
る
。
孤
児

養
育
譚
は
、
孤
児
を
育
て
て
い
た
神
が
、
成
長
し
た
子
に
別
れ
を
告
げ
本
来

の
姿
に
戻
っ
て
去
る
と
い
う
も
の
、
古
器
物
放
浪
譚
は
霊
送
り
を
せ
ず
に
放

置
さ
れ
た
器
物
が
人
の
姿
で
さ
ま
よ
い
、
正
体
を
言
い
当
て
ら
れ
る
と
器
物

に
戻
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
稲
田
・
小
澤
（
一
九
八
九
）
か
ら
い
く
つ
か

の
例
を
拾
っ
た
（
表
1
・
2
）。
こ
れ
ら
で
は
動
物
神
に
限
ら
ず
、
植
物
神

や
物
神
も
変
身
す
る
。

表
１　

第
3
の
変
身
を
含
む
孤
児
養
育
譚　
稲
田
・
小
澤
（
一
九
八
九
）
よ
り

頁

話
型

変
身
者

ジ
ャ
ン
ル

地
域

154
孤
児
養
育
（
争
）

臼

散
文

旭
川
市
近
文

154
孤
児
養
育
（
争
）

臼

散
文

白
老
町

155
孤
児
養
育
（
争
）

カ
ッ
コ
ウ

神
謡

新
ひ
だ
か
町
静
内

155
孤
児
養
育
（
争
）

カ
ッ
コ
ウ

神
謡

新
ひ
だ
か
町
静
内

223
孤
児
養
育
（
争
）

と
り
か
ぶ
と

散
文

旭
川
市
近
文

223
孤
児
養
育
（
争
）

白
鳥

　

北
海
道

223
孤
児
養
育・動
物
嫁
（
争
）
白
鳥

　

北
海
道

223
孤
児
養
育
（
争
）

か
け
す

　

北
海
道

224
孤
児
養
育
（
争
）

ね
ず
み

　

鶴
居
村

224
孤
児
養
育
（
争
）

オ
オ
カ
ミ

散
文

鶴
居
村

224
孤
児
養
育
（
争
）

ツ
ル

　

鶴
居
村

224
孤
児
養
育

キ
ジ
バ
ト
・
カ
ッ
コ
ウ

　

宗
谷

225
孤
児
養
育
（
争
）

カ
ケ
ス

　

帯
広
市

225
孤
児
養
育
（
争
※
魔
）

セ
ミ

　

本
別
町

226
孤
児
養
育
（
争
）

セ
ミ

　

帯
広
市

226
孤
児
養
育
（
争
）

カ
ッ
コ
ウ
・
ツ
ツ
ド
リ

　

新
ひ
だ
か
町
静
内

811
動
物
嫁

か
っ
こ
う

散
文

様
似
町

224
孤
児
養
育
（
争
）

ツ
ル

　

鶴
居
村

224
孤
児
養
育
（
争
）

ツ
ル

　

鶴
居
村

図 3　ウマにされた妻（人の姿 ── 動物の姿 ……）
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表
2　

第
3
の
変
身
を
含
む
古
器
物
変
身
譚　
稲
田
・
小
澤
（
一
九
八
九
）
よ
り

頁

変
身
者

ジ
ャ
ン
ル

地
域

476

造
船
時
の
木
く
ず

　

新
ひ
だ
か
町
静
内

477

人
文
神
が
捨
て
た
船
材

神
謡

沙
流
郡
門
別
町

477

ト
ン
コ
リ
（
五
弦
琴
）

散
文

樺
太
西
海
岸
来
知
志

115

人
文
神
が
捨
て
た
船
材

神
謡

石
狩
川
中
流

荻
原
（
二
〇
一
六
）
は
、
恋
愛
・
婚
姻
を
主
題
と
す
る
動
物
の
変
身
は

神
謡
で
は
起
こ
ら
な
い
、
そ
の
理
由
は
「
動
物
を
主
と
す
る
自
然
界
と
人

間
と
の
か
か
わ
り
の
在
り
よ
う
を
説
く
道
徳
律
」
が
神
謡
の
テ
ー
マ
で
あ

る
た
め
だ
と
す
る
。

中
村
と
も
子
（
二
〇
一
〇
）
は
、
第
1
の
変
身
を
指
し
て
「
こ
れ
は
日

本
の
動
物
嫁
や
動
物
婿
の
『
変
身
』
と
逆
転
し
て
い
る
点
」
だ
と
述
べ
る
。

中
村
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
昔
話
に
見
る
動
物
の
変
身
は
、
ア
イ
ヌ
の
事
例

と
は
逆
に
、
動
物
が
一
時
的
に
人
に
変
身
す
る
第
三
の
変
身
に
該
当
す
る

例
が
多
く
「
動
物
の
外
見
が
本
質
を
現
し
て
お
り
、「
ヒ
ト
」
と
同
じ
魂

が
毛
皮
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
観
念
が
な
い
」
と
い
う
。
ま
た
、

動
物
嫁
は
、
人
の
姿
に
な
っ
て
婚
姻
生
活
を
持
つ
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
に

対
し
て
動
物
婿
（
特
に
サ
ル
・
イ
ノ
シ
シ
）
は
必
ず
し
も
変
身
を
と
も
な

わ
ず
、
し
ば
し
ば
動
物
の
姿
の
ま
ま
婚
姻
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
い
う
。

第
2
の
変
身
に
当
た
る
例
と
し
て
、
ヘ
ビ
と
共
生
す
る
娘
が
ヘ
ビ
に
変

身
す
る
と
い
っ
た
話
が
、
多
少
で
は
あ
る
が
日
本
で
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。

日
本
の
昔
話
（
特
に
動
物
嫁
）
と
同
様
、
ア
イ
ヌ
の
物
語
で
も
、
共
生
す

る
条
件
と
し
て
「
同
じ
姿
に
な
る
」
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
満
た

さ
れ
な
い
時
に
は
婚
姻
関
係
が
成
立
し
な
い
傾
向
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う 

。
ま
た
、
動
物
嫁
と
動
物
婿
で
は
、
生
活
か
ら
の
距
離
そ
の
他
の
カ
テ
ゴ

リ
（
家
畜
・
食
用
・
野
生
）
に
お
い
て
属
す
る
グ
ル
ー
プ
が
異
な
り
、
い

ず
れ
の
場
合
も
正
体
が
露
見
す
る
と
、
死
か
別
離
が
待
っ
て
る
と
い
う
。

ア
イ
ヌ
の
場
合
、
動
物
嫁
と
動
物
婿
の
間
に
こ
う
し
た
層
の
違
い
が
あ
る

か
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
正
体
の
露
見
が
死
か
別
離
に
結

び
つ
く
の
は
同
様
で
あ
る
。

二
．
第
3
の
変
身
が
含
む
問
題

こ
の
よ
う
に
、
動
物
の
変
身
に
関
し
て
、
ア
イ
ヌ
と
日
本
に
は
大
き
な

相
違
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
特
に
第
3
の
変
身
に
つ
い
て
は
両
者
に
共
通

性
が
見
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
様
に
、
霊
送
り
な
ど
に
見
ら
れ
る
ア
イ
ヌ

の
動
物
観
は
、
毛
皮
や
羽
根
（
衣
服
・
冑
）
の
内
に
あ
る
人
と
し
て
の
姿

を
動
物
の
本
質
と
す
る
解
釈
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
3
の

変
身
が
起
こ
る
話
型
で
は
、
人
へ
の
変
身
が
解
け
て
動
物
の
姿
に
戻
る
場

面
が
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
動
物
の
姿
こ
そ
が

「
本
性
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
話
型
は
キ
ツ
ネ
の
話
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
北
海
道
南

部
日
高
地
方
平
取
町
の
例
を
挙
げ
る
。

「
神
謡
44　

懸
巣
の
自
叙
」

カ
ケ
ス
の
妹
が
半
神
半
人
の
豪
傑
と
許
嫁
の
仲
に
あ
っ
た
。
や
が
て
カ

ケ
ス
娘
が
身
支
度
を
し
て
許
嫁
の
も
と
へ
向
か
う
と
、
そ
の
途
上
で
み
す

ぼ
ら
し
い
女
（
キ
ツ
ネ
）
に
呼
び
止
め
ら
れ
、
姿
を
取
り
変
え
ら
れ
て
し



34

ま
う
。
キ
ツ
ネ
は
カ
ケ
ス
娘
に
成
り
す
ま
し
て
嫁
ご
う
と
す
る
が
、
許
嫁

に
見
破
ら
れ
、
折
檻
さ
れ
て
獣
の
姿
を
現
し
殺
さ
れ
る
。
カ
ケ
ス
の
娘
は

元
の
姿
（
美
女
）
に
戻
っ
て
幸
福
に
暮
ら
す
。

 

（
北
海
道
南
部
平
取
町
荷
菜　

久
保
寺
（1977

））

前
半
、
カ
ケ
ス
の
妹
が
許
嫁
の
許
に
向
か
う
場
面
に
妖
女
（
キ
ツ
ネ
）
が

表
れ
る
。
問
題
は
死
ん
だ
キ
ツ
ネ
が
獣
と
し
て
の
姿
に
戻
る
点
で
あ
る
。
語

り
手
は
カ
ケ
ス
の
女
神
で
あ
り
、
許
嫁
も
半
神
半
人
の
豪
傑
な
の
で
、
本
篇

は
神
の
領
域
を
舞
台
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
キ
ツ
ネ

の
女
も
一
貫
し
て
人
の
姿
を
し
て
い
て
良
い
は
ず
だ
が
、
あ
た
か
も
動
物
と

し
て
の
キ
ツ
ネ
の
姿
が
本
質
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
篇
は
神
界
を
舞
台
と
し
て
い
る
点
で
、
動
物
が
人
に
化
け
て

や
っ
て
く
る
と
い
う
他
の
動
物
変
身
譚
の
パ
タ
ー
ン
と
は
異
な
る
構
成
を

持
つ
。
し
か
し
、
次
の
類
話
を
見
れ
ば
、
や
は
り
動
物
変
身
譚
の
変
種
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る 

。

「
山
姥
の
嫁
入
」

サ
ン
ナ
イ
ペ
ツ
村
に
暮
ら
す
娘
が
、
姉
に
言
わ
れ
て
山
へ
用
足
し
に
行

き
、
山
姥
の
家
に
迷
い
込
む
。
こ
の
山
姥
と
は
先
祖
か
ら
の
因
縁
が
あ
り
、

家
を
知
ら
れ
た
た
め
に
襲
撃
を
受
け
る
。
山
姥
は
姉
を
殺
し
て
着
物
を
取

り
換
え
、
姉
に
な
り
す
ま
す
。
妹
も
山
姥
の
着
物
を
着
せ
ら
れ
山
姥
の
姿

に
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
姉
の
許
嫁
兄
弟
の
家
に
呼
ば
れ
、
そ
こ
で
山
姥
の

正
体
が
露
見
し
て
退
治
さ
れ
る
。
死
体
は
貝
や
海
藻
に
化
生
し
た
。

 

（
樺
太
西
海
岸
多
蘭
泊　

散
文
説
話　

知
里
（1973b

））

こ
の
二
篇
は
、
ど
ち
ら
も
ヒ
ロ
イ
ン
が
妖
女
に
姿
を
奪
わ
れ
、
正
体
露

見
の
場
面
で
は
ヒ
ロ
イ
ン
が
踊
り
を
踊
っ
て
手
か
ら
食
べ
物
を
出
す
（
魔
物

の
手
か
ら
は
カ
エ
ル
や
ト
カ
ゲ
が
出
る
か
、
何
も
出
な
い
）
な
ど
、
大
変
似

通
っ
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
居
所
の
違
い
は
あ
れ
ど

人
の
姿
が
常
態
で
あ
り
、
妖
女
は
山
野
か
ら
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
篇

は
「
人
の
姿
の
者
が
暮
ら
す
世
界
に
、
異
界
か
ら
妖
女
が
侵
入
す
る
」
と
い

う
共
通
の
構
造
を
持
つ
。
な
お
か
つ
妖
女
が
死
後
に
キ
ツ
ネ
に
変
じ
る
点
を

見
て
も
、
神
謡
44
は
（
舞
台
が
神
界
で
あ
る
こ
と
を
除
き
）
動
物
変
身
譚
の

基
本
的
な
要
素
を
持
っ
て

い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
キ
ツ
ネ
の
描

か
れ
方
は
、
霊
送
り
の
観

念
と
矛
盾
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
他
の
神
の
振
る
舞

い
と
比
べ
て
も
異
質
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

伝
承
は
樺
太
か
ら
北
海
道

ま
で
地
理
的
に
も
広
く
分

布
し
、
例
外
的
な
も
の
と

は
言
え
な
い
。

次
に
キ
ツ
ネ
に
関
す
る

民
俗
例
と
文
学
の
例
を
概

観
す
る
。
ま
た
タ
ヌ
キ
、
図 4　カケスの妹に化けたキツネ（人の姿── 動物の姿 …… 入れ替り ──）
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ヘ
ビ
の
伝
承
に
つ
い
て
も

合
せ
て
取
り
上
げ
、
そ
れ

ら
と
の
比
較
に
よ
っ
て
キ

ツ
ネ
の
特
性
を
検
討
す
る

こ
と
に
す
る
。

三
．
キ
ツ
ネ
の
伝
承

民
俗
例

こ
こ
で
は
更
科
（
一

九
七
六
）
に
依
拠
し
つ

つ
、
キ
ツ
ネ
を
祭
神
と
す

る
例
、
シ
ラ
ッ
キ
カ
ム
イ

（
頭
骨
を
守
護
神
と
す
る

も
の
）
と
す
る
例
、
キ
ツ

ネ
の
霊
送
り
の
順
に
見
て

行
く
。
な
お
、
伝
承
の
記
録
地
は
現
行
の
町
村
名
に
改
め
た
。
ア
イ
ヌ
語

の
表
記
は
原
資
料
の
ま
ま
と
し
た
。

①
祭
神
と
し
て
の
キ
ツ
ネ

伝
統
的
な
家
屋
の
背
後
に
は
祭
壇
が
立
て
ら
れ
、
こ
こ
に
は
恒
常
的
に
祭

る
神
々
の
イ
ナ
ウ
が
並
ぶ
。
祭
神
と
し
て
は
水
や
森
林
の
神
、
太
陽
神
に
加

え
、
ク
マ
、
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
、
カ
ケ
ス
、
ミ
ソ
サ
ザ
イ
、
シ
ャ
チ
、
竜
神
の

ほ
か
、
キ
ツ
ネ
が
祭
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
祭
神
と
し
て
の
キ
ツ
ネ
は
、
山

や
岬
な
ど
そ
の
地
域
の
特
定
の
地
点
に
住
ま
う
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
名

称
も
固
有
名
詞
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
述
す
る
霊
送
り
の
場
合
、
対

象
は
そ
の
と
き
狩
猟
で
得
た
、
不
特
定
の
キ
ツ
ネ
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
祭

壇
の
祭
神
と
狩
猟
対
象
と
し
て
の
キ
ツ
ネ
は
や
や
性
質
が
異
な
る
。

更
科
に
よ
れ
ば
、
キ
ツ
ネ
を
祭
壇
に
祭
る
例
は
北
海
道
の
南
西
部
に
多

く
、
東
北
部
で
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
以
下
に
具
体
例
を
引
用
す
る
。

八
雲
町
：
遊
楽
部
岳
に
白
キ
ツ
ネ
が
住
み
時
化
の
と
き
船
を
守
る

虻
田
町
：
村
の
背
後
と
村
の
肩
の
上
に
2
匹
の
キ
ツ
ネ
神
が
い
る

む
か
わ
町
：
海
岸
の
ム
レ
ト
イ
の
丘
で
、
キ
ツ
ネ
が
忙
し
く
鳴
く
と
火

難
、
ゆ
っ
く
り
鳴
く
と
流
行
病
の
予
兆
で
あ
る

む
か
わ
町
穂
別
：
カ
ッ
ケ
ン
の
沢
に
住
む
キ
ツ
ネ
は
、
凶
漁
を
救
い
危

険
か
ら
守
る

平
取
町
荷
負
・
貫
気
別
・
長
知
内
：
キ
ツ
ネ
の
住
む
山
を
チ
ノ
ミ
シ
リ

（
聖
山
）
と
す
る

新
冠
町
：
黒
キ
ツ
ネ
は
老
人
を
救
い
、
津
波
を
知
ら
せ
る
（
祭
壇
で
さ

わ
ぐ
と
津
波
の
知
ら
せ
）

新
ひ
だ
か
町
静
内
：
海
岸
の
チ
ノ
ミ
シ
リ
に
住
む
キ
ツ
ネ
が
、
漁
の
豊

凶
や
危
険
を
知
ら
せ
る

新
ひ
だ
か
町
三
石
：
キ
ツ
ネ
が
パ
ウ
ー
パ
ウ
ー
と
鳴
い
て
川
を
下
る
と

大
水
が
出
る

浦
河 
町
荻
伏
：
キ
ツ
ネ
は
カ
ム
イ
シ
リ
（
神
岳
）
で
川
の
流
れ
を
監
視

す
る

図 5　山姥の嫁入（人の姿 ── 入れ替り ── 動物に化生 ……）
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旭
川
市
：
六
つ
の
喉
を
持
っ
た
キ
ツ
ネ
神
が
外
敵
や
病
魔
を
防
い
で
く
れ
た

②
シ
ラ
ッ
キ
カ
ム
イ
と
し
て
の
キ
ツ
ネ

鳥
類
や
カ
メ
、
陸
獣
な
ど
の
頭
骨
を
イ
ナ
ウ
で
包
ん
で
守
護
神
と
し
て

祭
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
う
し
た
神
を
シ
ラ
ッ
キ
カ
ム
イ
と
呼
ぶ
。
キ
ツ
ネ

を
シ
ラ
ッ
キ
カ
ム
イ
と
す
る
例
は
北
海
道
全
域
に
見
ら
れ
、
樺
太
に
は
見

ら
れ
な
い
。
特
に
北
海
道
西
南
部
で
は
、
海
猟
の
守
り
と
す
る
ほ
か
下
顎

骨
を
占
い
に
用
い
る
。
旭
川
市
で
も
占
い
に
使
う
。

千
歳
市
：
イ
ナ
ウ
で
包
ん
で
膳
に
入
れ
棚
に
祀
っ
て
お
く
。
漁
の
豊
凶
、

旅
人
の
安
否
、
病
人
の
回
復
を
（
男
性
が
）
占
う
。
占
う
と
き
は

下
顎
骨
を
頭
に
乗
せ「
も
し
魚
が
沢
山
と
れ
る
な
ら
私
の
方
に
向
っ

て
立
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
と
な
え
る
。
歯
が
上
を
向
い
て
落
ち
る

と
吉
、
ひ
っ
く
り
返
る
と
凶
。

八
雲
町
：
漁
や
猟
に
持
っ
て
行
き
、
時
化
る
と
「
船
が
沈
む
と
お
前
も

沈
ん
で
酒
も
イ
ナ
ウ
も
も
ら
え
ん
ぞ
、
が
ん
ば
っ
て
岸
に
つ
け
ろ
」

と
唱
え
る

こ
れ
に
対
し
、
十
勝
地
方
の
音
更
町
、
釧
路
地
方
の
標
茶
町
で
も
、
キ

ツ
ネ
の
頭
骨
に
イ
ナ
ウ
を
つ
け
「
病
気
を
治
し
て
く
れ
た
ら
も
っ
と
立
派

な
イ
ナ
ウ
を
や
る
か
ら
」
と
病
気
平
癒
を
祈
願
す
る
。
占
い
に
つ
い
て
は
、

北
海
道
東
北
部
（
十
勝
、
釧
路
、
北
見
、
旭
川
、
天
塩
）
で
は
イ
ト
ウ
の

顎
骨
を
用
い
、
キ
ツ
ネ
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
。
キ
ツ
ネ
を
祭
る
こ
と
を

忌
避
す
る
例
は
少
な
い
が
、
弟
子
屈
町
屈
斜
路
湖
畔
で
は
キ
ツ
ネ
を
祭
る

者
、
頭
骨
で
占
い
を
す
る
者
を
嫌
悪
す
る
風
が
あ
っ
た
と
い
う
。

③
キ
ツ
ネ
の
霊
送
り

キ
ツ
ネ
を
対
象
と
し
た
霊
送
り
は
十
勝
地
方
（
芽
室
町
、
高
島
町
、
本

別
町
、
足
寄
町
）
が
最
も
盛
大
で
、
ほ
か
に
名
寄
市
、
千
歳
市
、
弟
子
屈

町
屈
斜
路
、
鶴
居
村
雪
裡
、
標
茶
町
虹
別
、
新
ひ
だ
か
町
静
内
、
同
東
静

内
、
穂
別
町
な
ど
の
ほ
か
、
樺
太
で
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

足
寄
町
の
例
で
は
、
ヤ
ナ
ギ
で
キ
ツ
ネ
用
の
檻
を
つ
く
っ
て
飼
養
し
、
12

月
頃
に
ク
マ
な
ど
と
一
緒
に
送
っ
た
。
キ
ツ
ネ
は
ク
マ
神
の
配
下
だ
が
、
ク

マ
よ
り
後
か
ら
送
る
と
供
物
を
持
ち
逃
げ
す
る
の
で
一
番
先
に
送
っ
て
し
ま

う
。
キ
ツ
ネ
用
の
花
矢
（
供
物
と
し
て
持
た
せ
る
装
飾
矢
）
は
牝
に
対
し
て

は
七
〇
本
、
牡
な
ら
六
〇
本
用
意
す
る
。
イ
ナ
ウ
を
編
ん
だ
ポ
ン
パ
ケ
（
背

に
つ
け
る
装
飾
）、
ニ
ン
カ
リ
（
耳
飾
り
）
を
つ
け
る
。
若
者
に
花
矢
を
六
本

ず
つ
渡
し
て
射
さ
せ
、
三
本
当
た
れ
ば
胴
上
げ
し
て
祝
う
。
祭
壇
に
は
、
団

子
六
つ
、
土
産
と
し
て
五
つ
ず
つ
刺
し
た
団
子
串
五
本
と
干
し
魚
を
供
え
る
。

文
学
例

文
学
中
に
キ
ツ
ネ
が
描
か
れ
た
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
次
の
四
例
を
挙

げ
る
。

①
キ
ツ
ネ
の
チ
ャ
ラ
ン
ケ

あ
る
男
が
魚
を
大
量
に
獲
っ
て
い
た
。
飢
え
た
子
を
抱
え
た
母
ギ
ツ
ネ

が
そ
の
う
ち
の
一
尾
を
取
っ
て
、
子
供
に
与
え
た
。
魚
が
足
り
な
い
こ
と

に
気
付
い
た
男
は
、
神
々
に
抗
議
の
祈
り
を
し
、
魚
を
盗
ん
だ
者
を
探
し

出
し
て
罰
す
る
よ
う
求
め
た
。
神
々
か
ら
追
わ
れ
た
キ
ツ
ネ
は
、
そ
の
地
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を
去
る
前
に
男
の
家
の
裏
手
に
現
れ
鳴
き
な
が
ら
跳
ね
ま
わ
っ
た
。
す
る

と
と
め
ど
な
く
雨
が
降
り
、
大
水
が
出
そ
う
に
な
っ
た
。
男
は
魚
を
盗
っ

た
の
が
キ
ツ
ネ
の
神
だ
っ
た
と
気
付
き
、
謝
罪
す
る
と
雨
も
止
ん
だ
。

 

（
北
海
道
南
部
様
似
町　

ア
イ
ヌ
文
化
財
団
（2000

））

②
キ
ツ
ネ
が
ポ
ン
サ
マ
イ
ク
ㇽ・
ポ
ン
オ
キ
ク
ㇽミ
の
船
を
襲
う

ポ
ン
サ
マ
イ
ク
ㇽ
・
ポ
ン
オ
キ
ク
ㇽ
ミ
が
船
出
す
る
と
、
キ
ツ
ネ
が
嵐

を
起
こ
し
て
悪
戯
す
る
。
ポ
ン
サ
マ
イ
ク
ㇽ
に
罰
せ
ら
れ
て
死
ぬ
。

 

（
石
狩
川
流
域　

更
科
（1976

））

③
人
に
化
け
て
人
妻
盗
み

キ
ツ
ネ
の
兄
弟
の
兄
が
、
オ
タ
ス
ト
ゥ
ン
ク
ㇽ
の
妹
を
妻
に
し
よ
う
と
、

人
に
化
け
て
出
か
け
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
弟
は
邪
魔
を
す
る
。
兄
が
客
の

ふ
り
を
し
て
オ
タ
ス
ト
ゥ
ン
ク
ㇽ
の
家
に
入
る
と
、
弟
は
家
長
に
化
け
、

干
し
筋
子
を
出
し
て
も
て
な
し
た
。
兄
は
干
し
筋
子
を
口
に
入
れ
た
が
、

歯
に
は
さ
ま
っ
て
取
れ
な
い
。
後
足
（
足
）
で
歯
の
間
を
ほ
じ
り
夢
中
に

な
っ
て
い
る
う
ち
に
、
つ
い
に
大
き
な
尾
を
出
し
て
し
ま
っ
た
。
弟
は
兄

を
薪
で
散
々
に
殴
っ
て
追
い
出
し
、
オ
タ
ス
ト
ゥ
ン
ク
ㇽ
に
事
の
次
第
を

夢
で
知
ら
せ
た
。 

（
北
海
道
東
部
弟
子
屈
町
屈
斜
路　

更
科
（1976

））

④
鍛
冶
屋
の
許
嫁
に
化
け
て
嫁
入
り

キ
ツ
ネ
が
鍛
冶
屋
の
許
嫁
に
化
け
て
家
に
入
る
が
、
口
が
耳
元
ま
で
さ
け
、

耳
の
後
ろ
に
キ
ツ
ネ
の
毛
が
見
え
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
股
の
間
に
も
太
い
尾
を

挟
ん
で
い
る
の
で
鍛
冶
屋

に
笑
わ
れ
て
逃
げ
出
し
た
。

（
北
海
道
北
部
宗
谷
郡
稚

内
市　

更
科
（1976

））

①
の
キ
ツ
ネ
は
、
食
糧

に
も
事
欠
く
ほ
ど
困
窮
し

て
い
る
け
れ
ど
も
、
神
と

し
て
の
威
厳
は
保
っ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
れ
に
対
し
、
②
③
④
は
、

キ
ツ
ネ
が
人
を
害
す
る
例

で
あ
る
。
民
俗
例
で
も
見

た
よ
う
に
、
キ
ツ
ネ
は
祭

神
と
な
る
一
方
で
狡
猾
な

イ
メ
ー
ジ
も
伴
う
両
義
的
な
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
民
俗
例
・
文
学
例
と

も
に
他
の
動
物
に
比
し
て
事
例
が
多
く
、
そ
の
存
在
感
が
非
常
に
大
き
い

と
言
え
る
。

変
身
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
①
と
②
で
は
キ
ツ
ネ
は
動
物
の
姿
の
ま
ま
振
る

舞
っ
て
お
り
、
③
と
④
で
は
人
に
変
身
し
て
い
る
。
③
は
知
里
（
一
九
七
三

a
）
そ
の
他
に
も
樺
太
で
の
類
話
が
見
ら
れ
、
広
い
地
域
に
分
布
す
る
伝
承

で
あ
る
。
足
で
歯
を
ほ
じ
る
仕
草
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
四
足
動
物
が
後
足

で
身
体
を
か
く
仕
草
か
ら
の
連
想
で
あ
り
、
キ
ツ
ネ
が
表
面
的
に
は
人
の
姿

図 6　キツネ③人に化けて人妻盗み（人の姿── 動物の姿 …… なりすまし ── ）
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に
な
り
つ
つ
も
、
身
体
能
力
の
面
で
は
本
来
の
体
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
夢
中
に
な
る
う
ち
に
大
き
な
尾
を
出
し
て
正

体
が
露
見
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
展
開
は
、
異
類
退
治
の
性
格
を
強
く

持
っ
た
話
型
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

四
．
タ
ヌ
キ
の
伝
承

民
俗
例

タ
ヌ
キ
は
、
民
俗
例
に
お
い
て
は
、
キ
ツ
ネ
と
同
じ
く
ク
マ
の
眷
属
と
し

て
言
及
さ
れ
、
ク
マ
が
冬
眠
す
る
穴
に
一
緒
に
入
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
と

い
う
。
む
か
わ
町
で
は
タ
ヌ
キ
を
「
ク
マ
の
家
来
」
と
呼
び
、
白
老
町
で
は

特
に
顔
の
黒
い
タ
ヌ
キ
を
指
し
て
「
ク
マ
の
飯
炊
き
」
だ
と
い
う
。

釧
路
地
方
、
北
見
地
方
、
十
勝
地
方
で
、
オ
ス
は
ク
マ
の
叔
父
、
メ
ス

は
ク
マ
の
叔
母
と
呼
ぶ
。
ク
マ
と
檻
を
並
べ
て
飼
養
し
、
ク
マ
よ
り
も
先

に
食
事
を
与
え
な
い
と
怒
る
と
い
う
。
狩
の
際
に
先
に
タ
ヌ
キ
を
獲
る
と
、

ク
マ
を
獲
る
邪
魔
を
す
る
の
で
一
度
家
に
帰
る
と
も
い
う
。

霊
送
り
も
北
海
道
の
各
地
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
八
雲
町
で
は
冬
の
間
に

獲
っ
た
タ
ヌ
キ
の
頭
骨
を
壁
に
さ
げ
て
お
き
、
秋
に
木
の
枝
か
ら
枝
に
横
棒
を

渡
し
、
二
匹
ず
つ
縛
り
合
わ
せ
て
下
げ
る
と
い
う
。
十
勝
地
方
足
寄
町
で
は
、

タ
ヌ
キ
の
霊
送
り
に
際
し
オ
ス
は
一
二
本
、
メ
ス
は
一
四
本
の
イ
ナ
ウ
を
用

意
し
、
イ
ナ
ウ
を
編
ん
だ
ポ
ン
パ
ケ
と
ニ
ン
カ
リ
を
つ
け
る
。
ほ
か
に
弟
子

屈
町
屈
斜
路
、
平
取
町
二
風
谷
、
千
歳
市
な
ど
で
も
霊
送
り
の
事
例
が
あ
る
。

多
く
の
地
方
で
は
タ
ヌ
キ
を
先
に
送
る
が
、
名
寄
市
で
は
後
か
ら
送
る
。

タ
ヌ
キ
を
祭
神
と
す
る
例
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
更
科
（
一
九
七
六
）

に
は
イ
ナ
ウ
で
飾
ら
れ
た
タ
ヌ
キ
の
頭
骨
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、シ
ラ
ッ

キ
カ
ム
イ
と
し
て
祭
る
明
確
な
例
は
確
認
で
き
な
い
。

文
学
例

タ
ヌ
キ
が
主
要
な
役
割
を
も
っ
て
登
場
す
る
話
は
、
次
の
3
例
に
類
す

る
も
の
し
か
確
認
で
き
な
い
。
い
ず
れ
も
展
開
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
結
末

が
異
な
っ
て
い
る
。

①
「
神
謡
16　

小
さ
い
貉
（
エ
ゾ
ダ
ヌ
キ
）
の
自
叙
」

タ
ヌ
キ
と
老
爺
（
ク
マ
）
が
暮
ら
し
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
火
の
神
の

言
伝
を
持
っ
た
猟
犬
の
声
が
し
た
。
老
爺
は
六
枚
の
着
物
を
重
ね
て
（
ク

マ
の
姿
に
な
っ
て
）
外
へ
行
き
、
人
間
の
矢
を
受
け
た
。
タ
ヌ
キ
も
矢
を

受
け
て
失
神
し
、
狩
人
の
背
で
我
に
返
る
。

郷
へ
着
く
と
、
火
神
が
神
窓
の
外
ま
で
迎
え
で
る
。
歓
談
す
る
う
ち
に

祭
り
の
準
備
が
で
き
、
多
く
の
団
子
や
イ
ナ
ウ
を
捧
げ
ら
れ
た
。
老
爺
と

そ
れ
を
背
負
っ
て
帰
り
、
老
爺
は
多
く
の
神
々
を
招
い
て
宴
を
開
い
た
。

宴
の
後
、
神
々
は
感
謝
し
て
帰
り
、
そ
れ
か
ら
は
い
つ
も
の
よ
う
に
暮
ら

し
て
い
る
。 

（
北
海
道
南
部
日
高
町
平
賀　

久
保
寺
（
一
九
七
七
））

②
「
神
謡
17　

戸
口
の
神
（
貉
）
の
自
叙
」

タ
ヌ
キ
と
老
爺
（
ク
マ
）
が
暮
ら
し
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
火
の
神
の

言
伝
を
持
っ
た
猟
犬
の
声
が
し
た
。
老
爺
は
六
枚
の
着
物
を
重
ね
て
外
へ

行
き
、
人
間
の
矢
を
受
け
た
。
タ
ヌ
キ
も
矢
を
受
け
て
失
神
し
、
狩
人
の

背
で
我
に
返
る
。
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郷
へ
着
く
と
、
火
神
が
神
窓
の
外
ま
で
迎
え
で
る
。
歓
談
す
る
う
ち
老
爺

が
「
こ
れ
か
ら
我
々
の
肉
が
料
理
さ
れ
て
出
て
来
る
が
、
決
し
て
手
を
付
け

な
い
よ
う
に
」
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
余
り
美
味
そ
う
で
一
な
め
し
た
。

祭
が
終
り
、
土
産
を
背
負
っ
て
立
ち
あ
が
っ
た
老
爺
は
「
禁
を
破
っ
た

の
で
連
れ
て
行
け
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
戸
口
の
守
り
神
の
役
を
負
う

よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
そ
れ
以
来
人
間
の
家
の
戸
口
を
守
る
こ
と
に
な
っ
た
。

 
（
北
海
道
南
部
平
取
町
荷
菜　

久
保
寺
（
一
九
七
七
））

③
タ
ヌ
キ
と
老
爺
（
ク
マ
）
が
暮
ら
し
て
い
た
。
他
の
神
々
か
ら
人
間
の

所
で
受
け
た
歓
待
の
話
を
聞
い
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
火
の
神
の
言
伝
を

持
っ
た
猟
犬
の
声
が
し
た
。
老
爺
は
と
っ
て
お
き
の
毛
皮
を
着
て
（
ク
マ

の
姿
に
な
っ
て
）
タ
ヌ
キ
に
留
守
番
を
命
じ
外
へ
行
き
、
人
間
の
矢
を
受

け
た
。
タ
ヌ
キ
も
猟
犬
に
か
み
殺
さ
れ
る
。

郷
へ
着
く
と
、
火
神
が
神
窓
の
外
ま
で
迎
え
で
る
。
歓
談
す
る
う
ち
に

酒
宴
が
始
ま
り
、
上
座
の
梁
下
か
ら
金
の
鉢
を
叩
く
よ
う
な
酒
謡
が
、
下

座
の
梁
下
か
ら
銀
の
鉢
を
打
つ
よ
う
な
酒
謡
が
聞
こ
え
て
き
た
。
謡
っ
て

い
た
の
は
金
の
な
め
く
じ
、
銀
の
な
め
く
じ
で
、
タ
ヌ
キ
は
そ
れ
ら
を
口

に
入
れ
知
ら
ぬ
顔
を
す
る
。

タ
ヌ
キ
は
家
に
戻
る
と
、
な
め
く
じ
を
失
っ
た
人
間
の
村
長
が
ふ
さ
ぎ

こ
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
が
、
知
ら
ぬ
顔
を
す
る
。
あ
る
日
や
せ
た

男
が
ヨ
モ
ギ
の
槍
を
持
っ
て
家
に
入
っ
て
来
て
、
タ
ヌ
キ
を
連
れ
て
い
っ

た
こ
と
で
ク
マ
を
責
め
、
タ
ヌ
キ
の
口
の
端
を
槍
で
突
く
。
タ
ヌ
キ
は
痛

み
の
あ
ま
り
口
か
ら
ナ
メ
ク
ジ
を
落
と
す
。
タ
ヌ
キ
は
ひ
じ
と
ひ
ざ
も
突

か
れ
、
傷
が
腐
っ
て
み
じ
め
な
死
に
方
を
す
る
。 

（
久
保
寺
（
一
九
七
二
））

民
俗
例
に
お
い
て
は
ク
マ
の
叔
父
と
し
て
一
定
の
存
在
感
を
持
つ
が
、

祭
壇
の
神
や
シ
ラ
ッ
キ
カ
ム
イ
と
し
て
祭
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
い
っ
ぽ

う
、
文
学
に
お
い
て
は
確
認
で
き
る
話
型
は
一
つ
の
み
と
影
が
薄
い
。

な
お
、
ク
マ
と
と
も
に
送
ら
れ
る
こ
と
や
、
戸
口
の
神
と
し
て
祭
ら
れ

る
と
い
う
点
は
、
北
海
道
北
部
や
樺
太
ア
イ
ヌ
、
ニ
ヴ
フ
文
化
に
お
け
る

イ
ヌ
の
地
位
に
通
じ
る
。

樺
太
東
海
岸
で
は
、
イ
ヌ
の
頭
を
イ
ナ
ウ
で
飾
っ
て
窓
に
下
げ
、
病
魔

除
け
と
す
る
。
特
に
優
秀
な
イ
ヌ
が
死
ん
だ
と
き
に
は
、
戸
口
の
守
り
神

と
し
て
戸
口
に
頭
を
祭
る
。
こ
れ
は
ニ
ヴ
フ
文
化
に
も
見
ら
れ
る
習
俗
で

あ
る
。
ま
た
、
樺
太
西
海
岸
で
は
、
ク
マ
送
り
に
際
し
、
ク
マ
の
小
間
使

い
と
し
て
イ
ヌ
を
一
緒
に
送
る
。

北
海
道
北
部
の
美
幌
町
で
も
、
イ
ヌ
の
頭
を
屋
内
に
祭
っ
て
病
魔
除
け
と

す
る
。
イ
ヌ
の
こ
と
を
ア
パ
チ
ャ
プ
ン
キ
「
戸
口
の
守
護
者
」
と
も
呼
ぶ
。

五
．
ヘ
ビ
の
伝
承

民
俗
例

ヘ
ビ
の
民
俗
例
は
崇
敬
と
畏
怖
・
忌
避
の
2
つ
の
感
情
が
強
く
感
じ
ら

れ
る
。
更
科
（
一
九
七
七
）
か
ら
事
例
を
引
用
す
る
。

①
ヘ
ビ
へ
の
崇
敬

北
海
道
西
部
の
日
高
地
方
・
空
知
地
方
で
は
糠
塚
の
神
（
農
耕
神
）、
流

行
病
除
け
の
神
と
さ
れ
、
祭
壇
に
祭
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
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日
高
地
方
で
は
、
イ
ノ
カ
カ
ム
イ
と
よ
ぶ
ヘ
ビ
形
を
作
っ
て
儀
礼
を
行

な
う
。
女
性
の
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
と
ヘ
ビ
の
形
を
つ
く
り
、
火
の
神
に

祈
っ
て
か
ら
そ
れ
で
病
人
を
さ
す
る
。
ヘ
ビ
の
神
が
病
気
の
神
を
追
い
出

し
、
代
わ
り
に
そ
の
者
の
守
護
神
と
な
る
。
病
者
は
快
癒
後
は
巫
術
・
イ

ム
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

ヘ
ビ
が
入
っ
た
温
泉
に
入
る
と
よ
く
効
く
。
日
高
地
方
で
は
狩
の
途
中
、

性
の
い
い
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
を
見
る
と
願
を
掛
け
る
。
そ
の
後
獲
物
を
授
か

る
と
、
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
を
見
た
場
所
に
イ
ナ
ウ
と
獲
物
の
肉
を
供
え
る 

。

空
知
地
方
で
は
、
ヘ
ビ
が
絡
ま
り
合
っ
て
交
尾
し
て
い
る
の
を
見
た
ら

人
に
言
わ
ず
に
お
け
ば
幸
運
に
な
る
。

②
ヘ
ビ
へ
の
畏
怖

ヘ
ビ
が
穴
に
入
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
良
く
な
い
こ
と
が
あ
る
。
見
て
し

ま
っ
た
と
き
は
す
ぐ
に
そ
の
ヘ
ビ
を
殺
し
て
ヨ
モ
ギ
を
6
か
所
刺
す
。

ヘ
ビ
を
殺
す
と
祟
り
が
あ
る
。
も
し
も
殺
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
イ
ナ
ウ
を

供
え
て
謝
罪
す
る
。
千
歳
市
、
新
冠
町
、
美
幌
町
で
は
ク
ル
ミ
、
新
ひ
だ
か

町
静
内
や
阿
寒
町
で
は
イ
ヌ
エ
ン
ジ
ュ
、
日
高
町
富
川
で
は
ニ
ワ
ト
コ
、
虻

田
町
や
沙
流
流
域
で
は
ヤ
ナ
ギ
を
用
い
て
イ
ナ
ウ
を
作
る
。
む
か
わ
町
穂
別

で
は
ヘ
ビ
の
形
を
作
り
、
ヘ
ビ
の
好
き
な
も
の
を
供
え
て
謝
罪
す
る
。

夏
場
に
口
琴
を
鳴
ら
す
の
は
よ
く
な
い
。
ヘ
ビ
が
集
ま
っ
て
く
る
。
口

笛
を
吹
く
と
ヘ
ビ
が
来
る
。

ト
ッ
コ
ニ
や
オ
ヤ
ウ
な
ど
、
直
接
的
に
ヘ
ビ
を
指
す
言
葉
を
忌
避
す
る
。

代
り
に
タ
ン
ネ
カ
ム
イ
（
長
い
神
）、
チ
ホ
マ
プ
（
恐
ろ
し
い
者
）
等
と
呼
ぶ
。

文
学
例

①
ヘ
ビ
が
地
上
に
す
む
よ
う
に
な
っ
た
由
来

ヘ
ビ
は
も
と
も
と
天
界
で
人
間
と
同
じ
姿
で
同
じ
よ
う
な
生
活
を
し
て

い
た
が
、
性
質
が
凶
悪
だ
っ
た
。
人
間
界
が
作
ら
れ
、
神
々
が
地
上
に
降

下
す
る
と
き
、
ヘ
ビ
は
火
神
と
一
緒
に
降
り
た
が
っ
た
。
雷
に
乗
っ
て
一

緒
に
落
ち
る
と
、
地
面
に
大
穴
が
空
き
そ
こ
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。

 

（
北
海
道
南
部
新
ひ
だ
か
町
静
内　

更
科
（1977

））

②
ヘ
ビ
が
農
耕
神
と
な
っ
た
由
来

ヘ
ビ
は
地
上
に
降
り
る
に
あ
た
り
、
農
耕
を
助
け
ス
ズ
メ
や
ネ
ズ
ミ
を

退
治
す
る
約
束
を
し
た
。 

（
北
海
道
南
部
新
ひ
だ
か
町
静
内　

更
科
（1977

））

③
ヘ
ビ
が
飢
饉
を
救
っ
た
話

人
間
界
が
飢
饉
に
な
っ
た
の
で
、
ク
マ
神
が
シ
カ
と
サ
ケ
の
神
に
交
渉

し
に
い
っ
た
。
し
か
し
、
人
間
た
ち
が
不
敬
な
態
度
を
取
る
の
で
食
料
を

与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
交
渉
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
帰

り
道
に
、
大
き
な
家
が
あ
り
魚
が
沢
山
干
し
て
あ
っ
た
。
ク
マ
神
も
腹
を

空
か
せ
て
い
た
の
で
、
魚
を
分
け
て
も
ら
お
う
と
家
の
中
に
入
り
、
わ
け

を
話
し
た
。
立
派
な
神
が
膳
一
杯
に
食
物
を
出
し
て
く
れ
た
。
礼
を
言
っ

て
食
べ
よ
う
と
す
る
と
、
膳
一
杯
に
入
っ
て
い
た
の
は
ヘ
ビ
の
死
骸
だ
っ

た
。
ク
マ
神
は
膳
を
投
げ
て
逃
げ
出
し
た
。
そ
の
神
は
シ
カ
神
の
所
へ
行

き
、
シ
カ
を
降
ろ
す
様
に
言
っ
た
。
シ
カ
神
が
相
手
に
し
な
い
と
、
巨
大

な
ヘ
ビ
に
な
り
「
そ
れ
な
ら
お
前
を
食
っ
て
や
る
」
と
言
う
と
、
シ
カ
神
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は
慌
て
て
庫
か
ら
編
み
袋
を
出
し
、
シ
カ
の
骨
を
撒
く
と
人
間
界
に
シ
カ

が
満
ち
た
。
ヘ
ビ
神
は
サ
ケ
神
の
と
こ
ろ
で
も
同
じ
よ
う
に
脅
し
た
の
で
、

人
間
界
に
食
が
満
ち
た
。 

（
北
海
道
南
部
新
ひ
だ
か
町
静
内　

更
科
（1977

））

ヘ
ビ
神
は
文
学
の
事
例
も
豊
富
で
、
そ
れ
ら
を
見
る
と
民
俗
例
と
同
様

に
強
い
崇
敬
と
畏
怖
が
入
り
混
じ
っ
た
感
情
が
読
み
取
れ
る
。
事
例
③
で

は
、
人
間
界
を
救
う
偉
業
が
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
不
気
味
な
存
在

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ク
マ
神
が
ヘ
ビ
を
恐
れ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
も

し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
日
常
の
習
俗
で
も
同
様
の
観
念
が
み
ら
れ
る
（
ク
マ

に
遭
遇
し
た
場
合
に
は
、
荷
縄
を
投
げ
つ
け
る
と
良
い
と
い
う
。
荷
縄
が

ヘ
ビ
に
見
え
て
、
ク
マ
の
意
識
が
そ
れ
た
ス
キ
に
逃
げ
る
の
で
あ
る
）。

六
．
考
察

本
州
で
は
キ
ツ
ネ
と
タ
ヌ
キ
は
対
の
様
に
考
え
ら
れ
、
事
実
、
中
村
禎
里

は
本
州
の
説
話
に
お
い
て
キ
ツ
ネ
と
タ
ヌ
キ
に
共
通
す
る
話
型
が
多
数
あ
る

事
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
近
世
後
期
に
は
キ
ツ
ネ
に
狡
猾
・
女
性
的
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
、
タ
ヌ
キ
に
は
愚
鈍
・
男
性
的
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
た
こ
と

を
指
摘
し
、
本
州
の
妖
狐
譚
は
中
国
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。

ア
イ
ヌ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
民
俗
例
で
は
キ
ツ
ネ
と
タ
ヌ
キ
が
と
も

に
ク
マ
の
眷
属
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
対
を
な
し
て
い
る
と

言
え
る
。
キ
ツ
ネ
が
狡
猾
、
タ
ヌ
キ
が
愚
鈍
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
点

も
本
州
と
共
通
し
て
い
る
。

祭
壇
に
恒
常
的
に
祭
ら
れ
る
神
、
あ
る
い
は
シ
ラ
ッ
キ
カ
ム
イ
と
し
て

祭
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
キ
ツ
ネ
の
事
例
が
豊
富
で
あ
る
の
に
対
し
、
タ

ヌ
キ
の
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
文
学
に
お
い
て
も
タ
ヌ
キ
の
事
例
は
た
い

へ
ん
少
な
く
、
総
体
と
し
て
タ
ヌ
キ
の
存
在
感
は
キ
ツ
ネ
に
比
べ
れ
ば
小

さ
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い 

。

い
っ
ぽ
う
、
ヘ
ビ
は
キ
ツ
ネ
と
同
じ
く
恒
常
的
な
祭
神
と
も
な
り
、
民

俗
例
も
文
学
例
も
豊
富
で
あ
る
。
キ
ツ
ネ
も
ヘ
ビ
も
「
祟
り
」
や
吉
凶
と

関
連
し
た
多
彩
な
習
俗
が
見
ら
れ
、
恐
れ
る
に
せ
よ
敬
う
に
せ
よ
、
そ
の

存
在
を
人
々
が
強
く
意
識
し
て
き
た
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
変
身

と
い
う
点
に
注
目
す
れ
ば
、
両
者
の
違
い
も
見
え
て
く
る
。
ヘ
ビ
の
変
身

譚
は
キ
ツ
ネ
に
比
し
て
多
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
第
3
の
変
身
に
当
た
る

事
例
は
、
や
は
り
キ
ツ
ネ
の
場
合
に
際
立
っ
て
多
い
。

第
1
の
変
身
や
第
3
の
変
身
に
当
た
る
例
は
、
ニ
ヴ
フ
の
文
学
に
も
見
ら

れ
る
。
服
部
（
一
九
五
六
）か
ら
ニ
ヴ
フ
の
キ
ツ
ネ
変
身
譚
を
三
篇
引
用
す
る
。

①
老
人
に
化
け
た
狐

老
人
が
用
事
で
出
か
け
た
帰
り
に
座
っ
て
一
服
し
て
い
る
と
、
赤
キ
ツ

ネ
が
海
へ
行
く
の
が
見
え
た
。
見
て
い
る
と
海
へ
頭
を
突
っ
込
み
、
空
に

向
っ
て
鳴
く
こ
と
を
三
度
繰
り
返
す
う
ち
、
老
人
そ
っ
く
り
に
化
け
た
。

そ
し
て
老
人
に
な
り
す
ま
し
て
家
に
帰
り
、
妻
と
茶
を
飲
ん
で
い
る
。
老

人
が
イ
ヌ
を
け
し
か
け
て
殺
す
と
、
大
き
な
赤
キ
ツ
ネ
に
な
っ
た
。

②
妻
を
だ
ま
し
た
黒
狐

あ
る
村
の
男
が
、
三
日
後
に
帰
る
と
言
っ
て
出
か
け
た
。
と
こ
ろ
が
、

二
日
後
に
妻
が
外
に
出
る
と
、
夫
の
橇
が
戻
っ
て
来
た
。
妻
は
変
だ
と
思
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い
な
が
ら
食
事
の
用
意
を
し
て
い
る
と
、
ま
た
夫
と
同
じ
橇
が
戻
っ
て
き

た
。
妻
は
こ
ち
ら
が
本
物
ら
し
い
と
思
っ
て
、
後
か
ら
来
た
夫
に
事
態
を

知
ら
せ
た
。
夫
は
先
頭
犬
を
家
に
入
れ
る
様
に
言
い
、
中
に
入
っ
て
見
る

と
黒
キ
ツ
ネ
が
か
み
殺
さ
れ
て
い
た
。

③
樺
太
に
狐
が
い
る
わ
け

あ
る
村
の
美
し
い
娘
を
、
キ
ツ
ネ
の
皮
を
た
く
さ
ん
持
っ
た
男
た
ち
が
娶
っ

た
。
娘
の
家
の
近
く
に
泊
ま
っ
た
。
娘
が
目
を
覚
ま
す
と
男
た
ち
は
み
な
キ
ツ

ネ
だ
っ
た
。
娘
は
抜

け
出
し
て
助
け
を
呼

び
に
行
っ
た
。
村
人

た
ち
は
棍
棒
で
キ
ツ

ネ
を
叩
き
殺
し
た
。

そ
の
時
逃
れ
た
キ
ツ

ネ
が
い
た
の
で
、
今

で
も
キ
ツ
ネ
が
い

る
。ニ

ヴ
フ
も
ク
マ

送
り
の
儀
礼
を
持

ち
、
そ
の
背
景
に

あ
る
観
念
も
共
通

し
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
ク
マ
は
森
林
の
中
に
自
分
た
ち
の
世
界
を
持
ち
、
そ
こ
で
は
人
と

同
じ
姿
を
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。
ク
マ
た
ち
は
人
間
の
つ
く
る
食
べ
物
な

ど
を
欲
し
て
お
り
、
と
き
ど
き
毛
皮
を
着
て
ク
マ
の
姿
に
な
り
、
人
間
の

所
へ
や
っ
て
く
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
ク
レ
イ
ノ
ヴ
ィ
チ
に
よ
れ
ば
、
ク

マ
の
世
界
に
は
人
間
の
世
界
と
同
数
の
氏
族
が
あ
り
、
人
間
と
ク
マ
の
交

換
は
対
に
な
る
氏
族
ど
う
し
の
間
で
行
わ
れ
る
、
そ
し
て
自
分
達
が
交
換

に
出
し
た
品
（
儀
礼
の
供
物
）
に
は
絶
対
に
手
を
付
け
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
。
こ
の
点
は
、
タ
ヌ
キ
の
神
謡
に
お
い
て
、
自
分
の
肉
を
食
べ
た
タ

ヌ
キ
が
な
ぜ
罰
せ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
手
掛
か
り
に
な
る
。

ア
イ
ヌ
に
お
い
て
も
、
人
と
動
物
が
交
換
に
出
し
た
品
に
自
ら
手
を
付
け

る
こ
と
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
ニ
ヴ
フ
と
ア
イ
ヌ
に
は
共
通
の
動
物
観
が
あ
り
、
そ
れ
と

第
3
の
変
身
は
や
は
り
衝
突
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
中
村
禎
里
は
、

キ
ツ
ネ
か
ら
人
へ
の
変
身
譚
が
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
か
け
て
広
く

見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
や
ニ
ヴ
フ
の
妖
狐
譚
は
、
こ
う
し
た
広

域
に
伝
播
し
た
妖
狐
譚
か
ら
、
キ
ツ
ネ
が
獣
の
姿
を
露
呈
す
る
モ
チ
ー
フ

を
取
り
込
ん
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

七
．
結
語

本
稿
で
は
、
ア
イ
ヌ
口
承
文
芸
に
現
れ
る
第
3
の
変
身
の
う
ち
、
特
に

霊
送
り
な
ど
の
民
俗
例
の
背
景
と
な
る
動
物
観
と
矛
盾
す
る
事
例
を
、
異

類
婚
譚
を
中
心
に
検
討
し
た
。
第
3
の
変
身
の
う
ち
、
特
に
動
物
の
姿
を

「
本
来
の
姿
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
く
話
型
は
、
キ
ツ
ネ
退
治
の
伝
承
に

図 7　ニヴフのキツネ伝承①　老人に化けるキツネ
（人の姿 ── 動物の姿 …… なりすまし ── ）
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多
く
見
ら
れ
た
。
第
1
の
変
身
に
つ
い
て
は
衣
服
の
着
用
と
い
う
明
確
な

説
明
が
あ
る
の
に
比
べ
、
第
3
の
変
身
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
原
理

を
説
明
し
た
例
が
見
ら
れ
な
い
（
そ
の
点
、
ニ
ヴ
フ
の
妖
狐
譚
に
は
、
キ

ツ
ネ
が
術
を
使
う
ら
し
い
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
）。
こ
う
し
た
点

か
ら
も
、
第
3
の
変
身
は
霊
送
り
的
観
念
と
は
別
個
に
発
生
し
て
き
た
こ

と
が
感
じ
ら
れ
る
。

人
間
に
変
身
し
て
近
づ
い
て
く
る
異
類
は
、
婚
姻
を
目
的
と
し
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
こ
れ
を
退
治
す
る
話
に
は
、
動
物
と
の
婚
姻
に
対
す
る
拒
否
感

情
が
う
か
が
え
る
。
い
っ
ぽ
う
、
ア
イ
ヌ
や
ニ
ヴ
フ
に
は
、
人
間
が
動
物
の

世
界
に
入
り
込
ん
だ
り
、
ま
た
動
物
が
人
間
の
伴
侶
と
し
て
添
い
遂
げ
、
幸

福
に
な
る
話
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
話
型
に
は
キ
ツ
ネ
は
現
れ
な
い
。

ま
た
本
稿
で
は
事
例
を
示
す
に
と
ど
め
た
が
、
同
じ
く
第
3
の
変
身
が
見
ら

れ
る
孤
児
養
育
譚
に
キ
ツ
ネ
が
表
れ
な
い
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

キ
ツ
ネ
の
伝
承
が
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
持
つ
理
由
と
し
て
、
本
稿
で
の

検
討
を
経
て
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
立
て
て
い
る
。
ま
ず
、
動
物
が
特
別

に
説
明
な
く
人
に
変
身
す
る
、
周
囲
の
文
化
に
よ
く
見
ら
れ
る
話
型
が
ア

イ
ヌ
に
も
存
在
し
た
。
そ
こ
へ
、周
囲
の
文
化
に
お
け
る
キ
ツ
ネ
の
イ
メ
ー

ジ
や
妖
狐
譚
が
伝
播
し
、
特
に
キ
ツ
ネ
が
正
体
を
露
見
す
る
モ
チ
ー
フ
が

取
り
込
ま
れ
た
。
異
類
の
変
身
を
い
か
に
し
て
見
抜
く
か
、
そ
し
て
正
体

が
劇
的
に
暴
か
れ
る
瞬
間
の
ド
ラ
マ
性
が
語
り
手
・
聞
き
手
に
喜
ば
れ
、

広
く
伝
え
ら
れ
て
来
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
現
状
で
は
印

象
論
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
伝
播
の
経
路
や
時
期
を
考
え
る
た
め
に
も
、
更

に
内
外
の
事
例
を
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
十
分
に
扱
え

な
か
っ
た
孤
児
養
育
譚
や
古
物
変
身
譚
も
、
機
会
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

本
稿
は
二
〇
一
七
年
六
月
四
日
に
行
わ
れ
た
日
本
口
承
文
芸
学
会
研
究

大
会
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
を

お
聞
き
い
た
だ
い
た
会
員
諸
氏
か
ら
の
ご
助
言
に
よ
り
、
不
十
分
な
が
ら

も
内
容
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
先
攻
研
究
な
ど
に
つ
い
て
ご
教
示
い

た
だ
い
た
高
木
史
人
先
生
、
コ
メ
ン
ト
や
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
三
浦
祐

之
先
生
は
じ
め
と
す
る
皆
様
に
対
し
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

注（
1
） 

後
述
す
る
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
や
ニ
ヴ
フ
に
は
、
人
が
動
物
の
姿
に

な
っ
て
動
物
の
世
界
へ
嫁
ぐ
話
型
も
存
在
す
る
。
日
本
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
は
見
ら
れ
な
い
話
型
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
よ
り
人
と
動
物

の
距
離
が
近
い
と
も
い
え
る
。

（
2
） 

動
物
神
に
限
ら
ず
、
火
神
や
太
陽
神
が
発
す
る
熱
、
植
物
神
が
与
え

る
繊
維
な
ど
、
自
然
神
か
ら
の
恩
恵
は
い
ず
れ
も
着
物
の
比
喩
に

よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
3
） 

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
に
よ
る
要
約
を
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
更
に
要
約

し
た
。

（
4
） 

動
物
神
に
は
、
カ
ラ
ス
、
ク
マ
、
ザ
リ
ガ
ニ
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
種
の

中
に
一
族
を
統
括
す
る
者
が
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
植
物
神
は
種
の

統
括
者
の
上
に
更
に
植
物
界
全
体
を
統
括
す
る
存
在
が
想
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。

（
5
） 
ク
マ
に
殺
さ
れ
た
者
は
「
ク
マ
の
世
界
へ
引
き
込
ま
れ
た
」、
水
死
者

は
「
水
の
世
界
へ
引
き
込
ま
れ
た
」
等
、
変
死
の
際
に
、
死
者
の
霊
魂
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は
そ
れ
に
関
与
し
た
神
の
世
界
へ
引
き
込
ま
れ
る
と
考
え
る
。
疱
瘡
な

ど
の
流
行
病
に
よ
っ
て
死
ん
だ
者
の
霊
魂
は
、
疱
瘡
神
に
連
れ
ら
れ
て

世
界
を
さ
ま
よ
う
と
い
う
伝
承
も
こ
の
一
種
で
あ
る
。
第
2
の
変
身
を

と
も
な
う
話
型
に
は
、
こ
う
し
た
観
念
と
の
関
わ
り
を
感
じ
る
。

（
6
） 

北
海
道
南
部
沙
流
川
流
域
に
は
、
幼
児
が
ケ
ナ
ㇱ
ウ
ナ
ㇻ
ペ
（
木
原

の
婆
）
と
い
う
魔
物
に
さ
ら
わ
れ
、
ト
キ
ッ
ト
（
コ
ノ
ハ
ズ
ク
）
に

変
え
ら
れ
た
伝
承
が
あ
る
。

（
7
） 

千
歳
市
に
は
、
老
い
た
両
親
に
孝
行
を
し
な
か
っ
た
息
子
が
ヨ
タ
カ

に
変
え
ら
れ
た
伝
承
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
収
蔵
資

料
の
「
ア
カ
ゲ
ラ
に
な
っ
た
女
の
子
」
は
、
怠
け
者
の
孫
娘
が
、
祖

母
に
孝
行
を
し
な
い
ま
ま
死
な
せ
た
罰
と
し
て
ア
カ
ゲ
ラ
に
変
え
ら

れ
る
話
で
あ
る
。

（
8
） 

こ
の
型
は
ア
イ
ヌ
の
事
例
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
犬
祖
説
話
な
ど
が

あ
る
程
度
で
あ
る
。
例
え
ば
千
徳
（
一
九
二
九
）
や
、
稲
田
・
小
澤

（
一
九
八
九
）p264

な
ど
。
ま
た
、O

hnuki

（
一
九
六
九
）
に
収
め
ら

れ
た
樺
太
西
海
岸
ラ
イ
チ
シ
の
散
文
説
話
に
は
、
シ
ャ
チ
が
娘
を
背
に

乗
せ
て
海
へ
連
れ
て
い
く
例
が
あ
る
。
娘
が
両
親
と
再
会
す
る
と
き
に

は
、
娘
は
シ
ャ
チ
の
背
に
乗
っ
て
赤
ん
坊
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
よ
う

に
、
人
の
ま
ま
動
物
の
伴
侶
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

（
9
） 

例
え
ば
北
海
道
南
部
新
ひ
だ
か
町
静
内
の
神
謡
「
村
造
り
神
の
妹
に
食

べ
ら
れ
か
け
た
好
色
カ
ニ
の
神
」（
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
所
蔵
音
声
資

料34161B

）
で
は
、
カ
ニ
が
、
そ
の
姿
の
ま
ま
女
性
を
娶
り
に
行
っ

て
撃
退
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
女
性
は
村
造
り
神kotankarkam

uy

の
妹

だ
が
、
村
造
り
神
は
他
の
神
と
違
っ
て
常
に
人
間
の
姿
を
し
て
お
り
、

後
述
す
る
カ
ケ
ス
の
神
謡
と
同
じ
く
構
造
と
し
て
は
人
と
動
物
の
婚
姻

譚
に
な
っ
て
い
る
。
荻
原
（
一
九
九
六
）
に
挙
げ
ら
れ
た
、
シ
ャ
チ
神

が
人
文
神
の
妹
に
惚
れ
た
話
も
こ
れ
と
同
様
で
、
シ
ャ
チ
神
は
人
文
神

の
妹
を
訪
ね
た
が
、
彼
女
が
宝
物
に
変
身
し
て
い
た
た
め
に
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ず
に
あ
き
ら
め
て
い
る
。

（
10
） 「
り
く
ん
べ
つ
の
翁
」
所
収
（pp.400-405

）。

（
11
） 

石
狩
川
流
域
の
語
り
手
が
語
っ
た
物
語
を
集
め
た
『
キ
ナ
ラ
ブ
ッ
ク

ユ
ー
カ
ラ
集
』
に
も
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
散
文
説
話
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。

（
12
） 

本
州
に
比
し
て
タ
ヌ
キ
の
伝
承
が
少
な
い
理
由
と
し
て
、
記
録
か
ら

漏
れ
た
可
能
性
の
ほ
か
、
タ
ヌ
キ
の
生
息
域
が
北
海
道
を
北
限
と
し

て
い
る
こ
と
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
タ
ヌ
キ
が
い
な
い
樺

太
で
は
、
イ
ヌ
が
そ
の
地
位
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
イ
ヌ
の
伝
承
で

は
ク
マ
が
頻
繁
に
登
場
し
、
男
性
的
か
つ
し
ば
し
ば
愚
鈍
な
役
柄
を

演
じ
て
い
る
。
本
州
の
伝
承
で
あ
れ
ば
タ
ヌ
キ
が
表
れ
る
よ
う
な
場

面
に
、
ア
イ
ヌ
の
文
学
で
は
ク
マ
が
表
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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一
九
九
六
『
北
方
諸
民
族
の
世
界
観
│
ア
イ
ヌ
と
ア
ム
ー
ル
・
サ
ハ
リ

ン
地
域
の
神
話
・
伝
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│
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草
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館
。

　

二
〇
一
六
「
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物
カ
ム
イ
た
ち
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「
許
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ぬ
恋
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│
神
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考
」

『
ユ
ー
ラ
シ
ア
言
語
文
化
論
集
』
第
18
号
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千
葉
大
学
ユ
ー
ラ
シ
ア
言

語
文
化
論
講
座
。

小
澤
俊
夫

　

一
九
九
四
『
昔
話
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
講
談
社
。

加
藤
九
祥

　

一
九
八
六
『
北
東
ア
ジ
ア
民
族
学
史
の
研
究
』
恒
文
社
。

久
保
寺
逸
彦

　

一
九
七
二
『
ア
イ
ヌ
の
昔
話
』
三
弥
井
書
店
。

　

一
九
七
七
『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩
神
謡
・
聖
伝
の
研
究
』
岩
波
書
店
。

ク
レ
イ
ノ
ヴ
ィ
チ
，
E
．
A
．

　

一
九
九
三
（
一
九
七
三
）『
サ
ハ
リ
ン
・
ア
ム
ー
ル
民
族
誌
│
ニ
ヴ
フ

族
の
生
活
と
世
界
観
』
桝
本
哲
訳
法
政
大
学
出
版
局
。

更
科
源
蔵
・
更
科
光

　

一
九
七
六
『
コ
タ
ン
生
物
記
Ⅱ　

野
獣
・
海
獣
・
魚
族
篇
』
法
政
大
学

出
版
局
。

　

一
九
七
七
『
コ
タ
ン
生
物
記
Ⅲ　

野
鳥
・
水
鳥
・
昆
虫
篇
』
法
政
大
学

出
版
局
。

千
徳
太
郎
治

　

一
九
二
九
『
樺
太
ア
イ
ヌ
叢
話
』
市
光
堂
。

知
里
真
志
保

　

一
九
七
三
a
（
一
九
四
四
）「
樺
太
ア
イ
ヌ
の
説
話
（
一
）」『
知
里
眞

志
保
著
作
集
』
1　
平
凡
社
。

　

一
九
七
三
b
（
一
九
四
八
）「
り
く
ん
べ
つ
の
翁
」『
知
里
眞
志
保
著
作

集
』
1　
平
凡
社
。

　

一
九
七
六
（
一
九
五
三･

一
九
六
二
）『
分
類
ア
イ
ヌ
語
辞
典　

植
物

篇
・
動
物
篇
』『
知
里
眞
志
保
著
作
集　

別
巻
Ⅰ
』
平
凡
社
。

藤
村
久
和
・
平
川
善
祥
・
山
田
悟
郎

　

一
九
七
三
a
『
民
族
調
査
報
告
書　

資
料
編
Ⅰ
』
北
海
道
開
拓
記
念
館
。

　

一
九
七
三
b
『
民
族
調
査
報
告
書　

資
料
編
Ⅱ
』
北
海
道
開
拓
記
念
館
。

中
川
裕

　

一
九
九
七
『
ア
イ
ヌ
の
物
語
世
界
』
平
凡
社
。

中
村
禎
里

　

二
〇
〇
六
（
一
九
八
四
）『
日
本
人
の
動
物
観
』
ビ
イ
ン
グ
・
ネ
ッ
ト
・

プ
レ
ス
。

中
村
と
も
子

　

二
〇
一
〇
「
日
本
の
異
類
婚
姻
譚
に
お
け
る
人
と
動
物
の
あ
い
だ
の
距

離
│
「
変
身
」
の
視
点
か
ら
」『
口
承
文
芸
研
究
』
第
33
号
、
日
本
口

承
文
芸
学
会
。

服
部
健

　

一
九
五
六
『
ギ
リ
ヤ
ー
ク　

民
話
と
習
俗
』
楡
書
房
。

 
（
き
た
は
ら
・
じ
ろ
う
た
／
北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー
）


