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◆ キーワード　シャマン儀礼／宗教文化／アイヌ文化／憑依

ア
イ
ヌ
口
承
文
芸
に
見
る
シ
ャ
マ
ン
儀
礼
の
再
検
討

北 

原　

次 

郎 

太

は
じ
め
に

20
世
紀
前
半
ま
で
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
社
会
で
は
、tusu

と
呼
ば
れ
る
シ
ャ

マ
ン
儀
礼
が
樺
太
・
北
海
道
の
両
地
域
に
お
い
て
今
日
よ
り
も
盛
ん
に
行

わ
れ
、
特
に
樺
太
に
お
い
て
は
儀
礼
の
様
式
の
点
で
、
シ
ベ
リ
ア
諸
民
族

と
の
共
通
性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
太
鼓
の
用
い

方
や
イ
ナ
ウ
の
使
用
な
ど
ア
イ
ヌ
民
族
独
自
の
様
式
と
言
え
る
要
素
も
見

う
け
ら
れ
る
。

ア
イ
ヌ
民
族
の
シ
ャ
マ
ン
儀
礼
に
関
す
る
主
要
な
資
料
は
B.
ピ
ウ
ス
ツ

キ
や
金
田
一
京
助
、
久
保
寺
逸
彦
、
知
里
真
志
保
ら
が
記
述
し
た
も
の
で

あ
る
。
近
年
に
お
い
て
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
そ
れ
ほ
ど
行
わ
れ
て
お

ら
ず
、
藤
村
久
和
や
和
田
完
以
降
は
、
シ
ャ
マ
ン
儀
礼
を
取
り
上
げ
た
研

究
も
稀
で
あ
る
。
一
方
、
ア
イ
ヌ
文
化
研
究
に
隣
接
す
る
領
域
か
ら
は
、

知
里
ら
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
ア
イ
ヌ
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
言
及
す
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
シ
ャ
マ
ン
」
や
「
シ
ャ
マ
ン

儀
礼
」
を
「
祭
祀
に
携
わ
る
者
」
や
「
超
常
的
な
事
象
・
能
力
が
発
現
す

る
こ
と
」
と
い
っ
た
、
か
な
り
広
い
意
味
合
い
で
と
ら
え
て
お
り
、tusu

の
意
義
が
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
例
も
見
ら
れ
る
。tonkori

と
い
う

弦
楽
器
を
「
シ
ャ
マ
ン
の
道
具
」
と
見
な
す
こ
と
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

一
般
にtusu

は
、kam

uy

の
力
を
借
り
る
こ
と
の
で
き
る
特
殊
な
人

間
（tusukuru

、
巫
者
）
が
、
儀
礼
に
よ
っ
て
憑
依
現
象
を
起
こ
し
、
占

い
や
治
療
を
行
う
事
を
指
す
。
ま
た
、
稀
にkam

uy

が
自
身
の
力
に
よ
っ

て
占
い
や
治
療
行
為
を
す
る
こ
と
を
も
指
す
こ
と
が
あ
る
。
他
に
も
超
常

的
な
現
象
に
関
す
る
も
の
と
し
てueinkar

「
千
里
眼
」、kinra

／kinta

「
法
術
」、noyporoikus

「
霊
力
に
よ
る
知
覚
」、nupur

「
霊
力
が
強
い
」、

hussa

「
治
癒
の
息
吹
き
」
と
い
っ
た
語
彙
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
霊
力
、

予
知
や
占
い
、
治
癒
な
ど
、tusu

の
原
理
や
目
的
と
近
い
・
重
複
す
る
意

義
を
持
つ
。
ま
た
、
憑
依
や
そ
れ
に
よ
っ
て
起
こ
る
事
象
に
も
幅
が
あ
り
、

必
ず
し
も
全
て
をtusu

と
呼
ぶ
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の

整
理
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
も
、tusu

が
曖
昧
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と

の
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
こ
で
本
稿
は
、
ア
イ
ヌ
の
宗
教
文
化
に
お
け
る
シ
ャ
マ
ン
儀
礼
に
つ
い

て
、
先
行
研
究
に
挙
げ
ら
れ
たtusu

の
事
例
の
う
ち
、
日
常
的
実
践
に
関
す

る
も
の
を
現
象
の
発
動
原
理
・
執
行
者
の
意
識
状
況
に
よ
っ
て
整
理
・
類
型

化
す
る
こ
と
と
、
こ
れ
と
対
比
し
て
口
承
文
芸
中
に
描
か
れ
るtusu

の
事
例

に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
．
先
行
研
究

tusu

に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
文
学
の
発
生
そ
の
他
の
文
化
史
的
な

関
心
か
ら
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
言
及
し
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
多
く
は
、
一

般
的
な
占
い
等
と
、tusu

が
不
分
明
な
ま
ま
列
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば

知
里
真
志
保
の
「
ユ
ー
カ
ラ
の
人
々
と
そ
の
生
活
」（
一
九
五
四
）
の
二
四

頁
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
ア
イ
ヌ
の
行
う
卜
占
に
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
巫
女
が
神
懸
か
り
に

な
っ
て
発
す
る
託
宣
の
他
に
、
例
え
ば
「
ニ
オ
ㇰ
」（niw

ok
）
と
云
っ

て
、
あ
る
種
の
け
だ
も
の
や
魚
の
頭
の
骨
を
投
げ
て
裏
が
出
る
か
表
が

出
る
か
で
吉
凶
を
判
断
し
た
り
、「
サ
イ
モ
ン
」
と
云
っ
て
、
有
罪
無
罪

を
判
断
す
る
の
に
、「
カ
モ
カ
モ
」
と
い
う
水
の
三
升
五
合
も
入
っ
た

器
を
飲
み
干
さ
せ
た
り
、
真
赤
に
焼
い
た
鉄
を
掴
み
取
ら
せ
た
り
、
ぐ

ら
ぐ
ら
に
湯
を
煮
た
て
た
鍋
の
底
か
ら
小
石
や
刀
の
鍔
な
ど
を
取
出
さ

せ
た
り
す
る
卜
占
の
方
法
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
サ
イ
モ
ン
と
い
う
語

は
シ
ャ
ー
マ
ン
と
い
う
語
の
訛
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
他
、

火
の
神
に
捧
げ
る
木
幣
を
炉
の
灰
の
上
に
立
て
て
、
そ
れ
が
燃
え
て
倒

れ
る
方
向
で
吉
凶
を
判
断
す
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
針
占
、
刀

占
、
弓
占
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
卜
占
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
」

ま
た
、
知
里
の
「
呪
師
と
カ
ワ
ウ
ソ
」（
一
九
五
二
）
な
ど
に
は
、
人
文

神okikurm
i

の
語
源
解
釈
（
金
属
製
装
飾
付
き
衣
装
を
ま
と
っ
た
シ
ャ
マ

ン
）
や
、
樺
太
で
女
性
が
着
用
し
た
金
属
製
装
飾
帯
を
シ
ベ
リ
ア
の
シ
ャ
マ

ン
の
装
具
と
関
連
付
け
る
な
ど
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
類
似
か
ら
シ
ベ
リ
ア

の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
と
の
連
続
性
を
見
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
ほ

か
、
久
保
寺
逸
彦
の
「
ア
イ
ヌ
の
音
楽
と
歌
謡
」（
一
九
三
九
）
や
、
知
里

の
「
ア
イ
ヌ
の
歌
謡　

第
一
集
」（
一
九
四
八
）、
金
田
一
京
助
の
「
芸
術
及

娯
楽
」（
一
九
四
四
）
な
ど
で
は
、
現
存
の
諸
文
学
が
巫
歌
か
ら
発
生
し
た

と
す
る
見
解
や
、tonkori

（
五
弦
琴
）
を
シ
ャ
マ
ン
の
祭
具
と
す
る
な
ど
、

楽
器
・
歌
謡
全
般
を
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
る
論
調
が
見
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
「
シ
ャ
マ
ン
」
が
「
占
い
・
呪
い
の
執
行
者
」
と

い
っ
た
ご
く
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
関
心
は
、
ア
イ
ヌ
文

化
が
か
つ
て
あ
っ
た
姿
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
同
時
代
に
展
開
し
て
い
た

tusu

の
実
情
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
金
田
一
は
「
原
始
文
学
断
想
」

（
一
九
二
九
）、「
神
が
か
り
の
話
」（
一
九
二
九
）
な
ど
に
お
い
て
「
優
れ
た

女
は
ア
イ
ヌ
で
は
み
な
巫
女
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
事
例
に
は
、tusu

の
事
例
と
、
後
述
す
るim

u

の
事
例

と
が
混
在
し
、
日
常
的
実
践
と
文
学
中
の
事
例
も
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

im
u

に
つ
い
て
は
知
里
の
「
呪
師
と
カ
ワ
ウ
ソ
」（
一
九
五
二
）
の
中
で
、
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三
つ
の
類
型
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

①
驚
い
た
時
に
発
す
る
反
射
的
な
動
作
、
口
走
る
文
句　

②
特
定
の
刺
激
に
対
す
る
ヒ
ス
テ
リ
ー
反
応
（
反
響
・
反
発
）　

③
巫
術
の
場
面
で
の
跳
躍
（
美
幌
地
方
の
叙
事
詩
に
一
例
だ
け
見
ら
れ
る
）

知
里
は
③
を
一
般
化
し
て
、im

u

の
本
来
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
が
、

一
例
し
か
な
い
も
の
を
一
般
化
し
て
論
じ
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
一

般
的
なim

u

は
も
っ
ぱ
ら
①
と
②
に
相
当
す
る
現
象
で
あ
る
。im

u

が

tusu

に
関
連
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
そ
れ
が
憑
神
に
依
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、im

u

は
、

当
事
者
の
意
図
と
無
関
係
に
起
こ
る
こ
と
や
、
引
き
起
こ
さ
れ
た
行
為
は

そ
こ
で
完
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
内
容
も
毎
回
決
ま
っ
て
い
る
。
何
ら
か

の
事
態
解
決
に
つ
な
が
る
行
為
で
も
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
他
の
超

常
的
な
行
為
・
現
象
と
は
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
。

二
．
超
自
然
的
行
為
・
現
象
の
発
現
過
程
の
諸
類
型

ア
イ
ヌ
文
化
に
お
い
て
、
巫
力
（
霊
力
）
の
源
泉
はturenpe

（
憑
神
）

やserm
ak

（
背
後
の
神
）
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

神
は
誰
に
で
も
憑
い
て
そ
の
人
物
を
守
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味

で
は
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
い
て
、
憑
依
は
日
常
的
な
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
現
象
だ

と
い
え
る
。
憑
神
は
当
人
の
背
後
、
と
く
に
襟
首
あ
た
り
と
い
う
ご
く
近
い

距
離
に
い
る
場
合
と
、
高
山
や
天
空
の
上
と
い
っ
た
遠
隔
地
か
ら
見
守
っ
て

い
る
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
神
が
持
つ
力
が
当
人
に
も
影
響
を

与
え
、
巫
力
を
行
使
で
き
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
す
べ
てtusu

の
形

式
を
取
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
い
て
は
「
巫

力
が
あ
る
」
こ
と
と
「
巫
術
を
す
る
」
こ
と
は
別
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
は
佐
々
木
宏
幹
の
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』（
一
九
八
〇
）
に
示
さ

れ
た
憑
依
現
象
の
三
類
型
を
参
考
に
、
ア
イ
ヌ
の
憑
依
に
つ
い
て
整
理
し

た
い
。
佐
々
木
が
示
し
た
類
型
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
）
神
・
精
霊
が
当
該
人
物
の
身
体
の
中
に
入
り
、
人
格
転
換
が
行

わ
れ
、
彼
（
彼
女
）
は
霊
的
存
在
と
し
て
振
舞
い
、「
吾
れ
は
某
々
の

神
で
あ
る
ぞ
！
」
の
よ
う
に
第
一
人
称
で
語
る
。
口
寄
せ
巫
女
と
し
て

知
ら
れ
る
イ
タ
コ
や
カ
ミ
サ
ン
は
、
死
者
の
霊
を
憑
依
さ
せ
る
と
、
死

者
自
身
と
し
て
語
り
出
す
。
ま
た
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
新
宗
教
の
教
祖

も
、
こ
の
型
に
属
す
る
者
が
多
い
。
諸
外
国
の
シ
ャ
ー
マ
ン
も
ト
ラ
ン

ス
に
入
る
と
、
第
一
人
称
の
自
己
表
現
を
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
二
）
神
・
精
霊
が
当
該
人
物
の
身
体
に
は
入
ら
な
い
が
、
リ
ア
ル
に

姿
を
見
せ
、
直
接
身
体
に
接
触
し
て
、
胸
部
を
圧
迫
し
た
り
、
手
足

を
つ
か
ん
で
振
り
廻
し
た
り
し
、
神
意
を
伝
え
る
。
彼
（
彼
女
）
は
、

「
神
さ
ま
、
し
か
じ
か
の
こ
と
に
つ
い
て
、
何
と
ぞ
教
え
て
く
だ
さ

い
」
と
願
い
、
霊
的
存
在
の
答
を
「
は
い
、
は
い
、
わ
か
り
ま
し
た
」

な
ど
と
い
っ
て
受
け
、
こ
れ
を
依
頼
者
に
伝
え
る
。
こ
の
場
合
、
当

人
に
は
人
格
転
換
は
起
ら
な
い
の
で
、
霊
的
存
在
と
の
直
接
交
通
も
、

第
二
、
第
三
人
称
を
用
い
て
行
わ
れ
る
。
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（
三
）
神
・
精
霊
が
当
該
人
物
の
身
体
に
入
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
そ

の
身
体
に
直
接
接
触
す
る
こ
と
も
な
い
が
、
彼
（
彼
女
）
の
眼
、
耳
、

心
を
通
じ
て
そ
の
意
志
を
伝
え
る
。「
神
さ
ま
に
悟
ら
せ
ら
れ
る
」
と

か
「
神
さ
ま
に
し
ゃ
べ
ら
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
遠
く
か

ら
身
体
の
悪
い
人
が
訪
ね
て
く
る
と
し
て
、
も
し
も
そ
の
人
が
霊
の
影

響
を
受
け
て
い
る
と
す
る
と
、
悪
い
と
こ
ろ
の
痛
み
が
自
分
に
現
れ
る

と
い
う
。
霊
と
の
交
渉
は
第
三
人
称
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
れ
を
参
考
に
、
実
生
活
上
の
体
験
と
し
て
語
ら
れ
る
超
常
的
な
行
為
・

現
象
を
「
非
憑
依
型
」
と
「
憑
依
型
」
に
わ
け
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
をab

の
二
つ
に
区
分
し
た
。

非
憑
依
型
a　

神
、
神
孫
、
死
者
が
直
接
的
に
能
力
を
行
使
す
る
も
の

神
が
生
得
的
な
巫
力
に
よ
っ
て
行
う
も
の
。
人
間
が
こ
れ
を
行
う
場
合

も
、
系
譜
を
た
ど
る
と
神
孫
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

死
者
（
肉
体
を
離
れ
て
霊
的
存
在
に
な
っ
た
状
態
）
と
な
る
と
、
こ
う
し

た
能
力
を
行
使
で
き
る
と
さ
れ
る
。

・kinra

（
法
術
）
千
里
眼
や
飛
行
な
ど
の
能
力
を
発
揮
す
る
。

・sitakante

（
夢
を
見
せ
る
）
守
護
神
・
死
者
な
ど
が
夢
で
託
宣
す
る
。

・katukar

／ram
ukara

（
心
理
操
作
）
神
が
特
定
の
者
の
人
格
を
占
有
し

言
動
を
操
る
。

非
憑
依
型
b　

�

呪
具
の
力
に
よ
っ
て
行
う
も
の

執
行
者
は
特
別
な
能
力
を
持
た
ず
、
動
物
骨
や
祭
具
類
の
力
に
よ
っ
て

実
現
す
る
。
い
わ
ば
、
誰
が
行
っ
て
も
、
道
具
さ
え
あ
れ
ば
一
定
の
結
果

を
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
儀
礼
に
お
け
る
祈
願
や
、tonkori

を
用
い
た
魔
除
け
な
ど
は
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
種
の
行
為
に
用
い
ら
れ

る
祭
具
類
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

・sirakkikam
uy

（
守
護
神
）
動
物
や
魚
の
頭
骨
を
頭
上
か
ら
落
し
、
落
ち

た
時
の
状
態
で
吉
凶
を
判
断
す
る
。

※ 

こ
の
占
い
をnim

ok

（
室
蘭
、
静
内
、
天
塩
）、niw

ok

（
胆
振
、

沙
流
、
美
幌
、
足
寄
）、niok

（
静
内
、
屈
斜
路
、
塘
路
、
鶴
居
）、

ninot

（
斜
里
）
と
呼
ぶ
。
木
椀
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

※ niw
ok

は
占
い
一
般
に
も
使
わ
れ
る
。
本
別
ピ
リ
ベ
ツ
で
は
肉
の

中
に
隠
す
小
木
片
を
「niokkuni

」
と
い
う
。

　

鶴
居
で
は
ヤ
ナ
ギ
の
皮
を
使
っ
た
占
い
を
「niokku

」
と
い
う
。

※ 『
ア
イ
ヌ
民
族
誌
』
に
釧
路
地
方
の
語
彙
と
し
てkam

uytusu

と

い
う
記
載
が
あ
る
が
、
詳
細
不
明
。
更
科
源
蔵
は
同
地
方
で
こ
の

種
の
占
い
を
指
す
語
違
と
し
てkosirakki

やniok

を
記
録
し
て

い
る
。kam

uytusu

は
特
殊
な
表
現
か
。

・panka

（
木
偶
）
紐
で
つ
り
下
げ
て
、
揺
れ
方
で
占
う
。
樺
太
の
事
例
。

・inaw
（
木
幣
）
供
物
で
あ
り
祈
願
内
容
を
伝
達
す
る
仲
介
者
で
も
あ
る
。

し
ば
し
ば
護
符
と
も
な
る
。
儀
礼
後
にinaw

に
点
火
し
、
燃
え
方
で

占
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
儀
礼
の
翌
日
ま
でinaw

が
祭
壇

に
立
っ
て
い
る
／
倒
れ
て
い
る
か
も
神
意
の
表
れ
と
さ
れ
る
。inaw

が
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立
っ
て
い
れ
ば
、
供
物
と
祈
願
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。

・ikupasuy

（
捧
酒
箆
）
供
物
で
あ
る
酒
を
運
び
、
祈
り
詞
を
神
々
に
伝

え
る
。

・sapaunpe
／paunpe

（
礼
冠
）
儀
礼
時
に
着
用
す
る
と
、
身
に
着
け
た

者
の
言
葉
を
補
っ
て
神
々
に
伝
え
る
。

・em
us

（
礼
刀
）
同
前

・kiseri

（
煙
管
）
同
前

・tonkori

（
五
弦
琴
）
演
奏
に
よ
っ
て
、
嵐
を
止
ま
せ
る
、
戦
時
に
敵
方
を

眠
ら
せ
る
、
病
魔
を
遠
ざ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

・rerasueyp

（
う
な
り
板
）
一
端
に
縄
を
つ
け
て
振
り
回
し
、
音
を
出
す

こ
と
で
風
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

・iyokpe

（
鎌
）
風
止
め
な
ど
に
使
う
。

・nisu

（
臼
）
難
産
の
際
、
産
婦
に
抱
か
せ
る
。
大
風
の
時
に
、
家
が
飛
ば

ぬ
よ
う
祈
願
す
る
。

・iyutani

（
杵
）
地
震
の
際
、
唱
え
ご
と
を
し
な
が
ら
地
面
を
突
く
。

・m
uy

（
箕
）
赤
ん
坊
を
載
せ
て
ゆ
す
る
と
丈
夫
に
な
る
。

・ponitak

（
呪
文
）
祭
具
で
は
な
い
が
、
定
型
的
な
文
言
を
口
に
す
る
こ

と
で
他
者
を
害
す
る
よ
う
、
悪
神
を
誘
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
る
。

憑
依
型
a　

人
格
占
有
／
交
替
な
し

人
間
が
憑
神
の
力
に
よ
っ
て
行
う
も
の
。
先
天
的
／
後
天
的
資
質
（
こ

う
し
た
行
為
を
行
わ
せ
る
憑
神
を
伴
っ
て
い
る
）
を
要
す
る
。
執
行
者
の

意
識
を
保
っ
た
ま
ま
行
う
。

・ueinkar

（
透
視
・
千
里
眼
）
遠
く
の
情
景
、
隠
れ
た
物
を
見
通
す
。

・kinra

（
法
術
）
千
里
眼
や
飛
行
な
ど
の
能
力
を
発
揮
す
る
。

・hussa

（
息
吹
き
）
霊
力
の
こ
も
っ
た
息
吹
を
治
癒
ま
た
は
攻
撃
の
た
め

に
吹
き
か
け
る
。

・noyporikus

（
感
痛
）
十
勝
地
方
で
報
告
が
顕
著
。
名
寄
で
も
。
頭
の
痛

み
で
人
や
動
物
の
接
近
な
ど
を
察
知
す
る
。

・ihum
inu

（
感
通
）
身
体
と
別
の
場
所
が
感
応
し
、
遠
隔
地
で
の
現
象
を

身
体
の
感
覚
と
し
て
感
じ
る

・tekeynu

（
手
当
）
掌
に
特
別
の
霊
能
が
あ
り
患
部
に
当
て
る
と
治
っ
た
。

・ikoinkar

（
助
産
）
助
産
を
さ
せ
る
憑
神
は
襟
首
に
い
る
。
難
産
の
際
に

はinaw
 kike

を
頭
に
か
け
た
り
、
手
首
に
付
け
る
。

憑
依
型
b　

人
格
占
有
／
交
替
あ
り

人
間
が
憑
神
の
力
に
よ
っ
て
行
う
も
の
。
先
天
的
／
後
天
的
資
質
（
こ

う
し
た
行
為
を
行
わ
せ
る
憑
神
を
伴
っ
て
い
る
）
を
要
す
る
。
執
行
者
は

意
識
を
失
い
、
術
中
の
記
憶
が
な
い
。

・tusu

（ 

巫
術
）
自
律
的
に
憑
依
を
起
こ
す
。
術
中
は
執
行
者
の
意
識
と
無

関
係
な
言
動
を
す
る
。
憑
依
す
る
神
は
あ
る
程
度
固
定
的
。

・tusu2
（ 

巫
術
）
憑
依
が
他
律
的
に
起
こ
る
。
執
行
者
の
意
識
と
無
関
係

な
言
動
を
す
る
。
憑
依
す
る
神
は
あ
る
程
度
固
定
的
。

・tusu3
（ 
巫
術
）
偶
発
的
な
憑
依
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
執
行
者
の
意
識
と

無
関
係
な
言
動
を
す
る
。
憑
依
す
る
者
は
神
・
死
者
霊
な
ど
非
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固
定
的
。
し
ば
し
ば
巫
者
以
外
に
も
起
こ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
常
的
実
践
の
う
ちtusu

と
呼
ば
れ
る
の
は
憑
依
型
ｂ
の

み
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
人
格
交
替
を
伴
う
。
も
っ
と
も
、
シ
ャ
マ
ン
は
非

憑
依
型
b
や
、
人
格
交
替
を
伴
わ
な
い
憑
依
型
a
の
行
為
も
取
り
混
ぜ
て

占
い
や
治
療
行
為
を
す
る
。
憑
依
型
b
は
シ
ャ
マ
ン
の
心
身
へ
の
負
担
が

大
き
い
と
さ
れ
、
他
文
化
の
シ
ャ
マ
ン
に
お
い
て
も
成
巫
後
の
初
期
は
憑

依
型
b
の
儀
礼
を
中
心
に
行
な
い
、
徐
々
に
憑
依
型
a
や
非
憑
依
型
b
を

中
心
と
し
た
実
践
に
移
行
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

三
．
日
常
的
実
践
の
事
例

次
に
、
樺
太
・
北
海
道
のtusu

の
事
例
を
挙
げ
る
。
樺
太
のtusu

に

は
、
自
律
的
な
憑
依
が
多
く
見
ら
れ
、
北
海
道
の
事
例
に
は
他
律
的
な
憑

依
も
見
ら
れ
る
。

樺
太
の
事
例

事
例
一　

東
海
岸　

出
典
：
ピ
ウ
ス
ツ
キ
「
サ
ハ
リ
ン
ア
イ
ヌ
の
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
」（
一
九
〇
九
）
よ
り
、
抜
粋
、
要
約
。

・
ア
イ
ヌ
社
会
に
お
け
る
シ
ャ
マ
ン
は
、
他
の
民
族
の
シ
ャ
マ
ン
に
比
べ
、

そ
れ
ほ
ど
高
い
地
位
に
な
い
。
成
巫
の
過
程
は
非
自
発
的
。
思
春
期
〜
青

年
期
に
物
思
い
や
幻
覚
を
体
験
す
る
（kosinpu

（
憑
神
）
に
宿
所
と
し

て
選
ば
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
）。
突
如
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
な
り
、
周
囲
の

者
か
ら
太
鼓
を
渡
さ
れ
てtusu

を
す
る
。
い
つ
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
な
る

か
わ
か
ら
な
い
た
め
、
成
巫
後
は
狩
で
山
に
入
る
こ
と
を
止
め
る
。

・tusu

を
行
わ
せ
る
憑
神
は
、
世
襲
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。tusukuru

は
頭
の
上
を
飛
び
交
う
憑
神
を
持
つ
と
同
時
に
、
特
別
な
神
（
月
や
火

や
高
峰
）
を
祭
る
。
そ
の
際
は
鳥
や
狼
が
使
者
を
務
め
る
。
巫
術
の
あ

い
だ
、
憑
神
と
な
る
動
物
の
声
や
仕
草
を
ま
ね
る
。
憑
神
は
神
々
の
元

へ
赴
き
、
託
宣
を
得
て
帰
っ
て
く
る
。

・tusu

は
戸
を
閉
ざ
し
て
行
う
。
囲
炉
裏
に
松
葉
を
く
べ
、
煙
が
充
満
す

る
中
で
太
鼓
の
演
奏
と
歌
が
始
ま
る
。
様
々
な
動
物
の
声
を
出
す
。
悪
霊

の
憑
依
に
警
戒
し
、takusa

（inaw

の
一
種
）
で
払
う
。
四
十
五
分
ほ
ど

儀
礼
を
続
け
、
休
み
つ
つ
歌
う
う
ち
に
託
宣
が
聞
こ
え
る
。
巫
者
は
こ
の

時
言
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
な
い
。
託
宣
の
後
、
し
ば
ら
く
踊
りtakusa

を
振
る
。
こ
れ
で
憑
神
が
帰
っ
て
良
い
と
い
う
合
図
に
な
る
。

・
シ
ャ
マ
ン
は
天
候
や
近
い
未
来
の
事
を
聞
か
れ
る
と
気
軽
に
教
え
る
。

シ
ャ
マ
ン
の
託
宣
に
は
人
格
交
替
が
伴
う
。
天
候
な
ど
の
相
談
に
は
非

憑
依
的
な
方
法
で
応
じ
て
い
る
。
悪
霊
に
よ
る
偶
発
的
な
憑
依
も
起
こ
り

う
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

事
例
二　

東
海
岸
白
浜
村　

出
典
：
知
里
・
和
田
「
樺
太
ア
イ
ヌ
語
に
お

け
る
人
体
関
係
名
彙
」（
一
九
四
三
）
女
性
巫
者
に
よ
る
儀
礼
の
実
見
記
録
。

・
装
束
や
次
第
は
事
例
一
と
ほ
ぼ
同
じ
。tusu

は
あ
ま
り
長
く
や
っ
て

い
る
と
邪
神
が
邪
魔
を
し
に
く
る
か
ら
適
当
な
時
間
で
止
め
る
。
巫
者
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と
な
る
修
行
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
見
て
体
得
す

る
。
邪
神
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
、
意
図
し
な
い
憑
依
が
起
こ
る
可
能

性
も
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

事
例
三　

東
海
岸
新
問
村　

出
典
：
山
本
『
北
方
自
然
民
族
民
話
集
成
』

（
一
九
六
八
）
女
性
巫
者
の
談
話
。

・
巫
術
をkinta
あ
る
い
はtusu

と
い
う
。
憑
神
はkosinpu

と
い
う

が
、
自
分
の
方
で
はtopoci
と
い
う
。「topoci

よ
降
り
て
こ
い
」
と
太

鼓
を
叩
く
と
、
雲
の
上
か
らtopoci

が
降
り
て
き
て
、
太
鼓
に
声
が
す

る
。
太
鼓
が
自
分
に
話
す
こ
と
を
、
自
分
が
他
に
向
か
っ
て
話
す
。

こ
の
事
例
で
は
憑
神
は
、
遠
隔
地
か
ら
来
訪
す
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ

る
。
人
格
交
替
は
起
っ
て
い
な
い
よ
う
に
読
め
る
。

事
例
四　

東
海
岸
小
田
寒
村　

出
典
：
更
科
源
蔵
『
コ
タ
ン
探
訪
帖
』
17

・tusu

を
す
る
者
は
、
海
水
に
ト
ロ
ロ
昆
布
と
蝦
夷
松
の
葉
を
入
れ
た

物
を
飲
む
。

・
カ
ラ
ス
が
憑
く
と
ク
ワ
ー
ク
ワ
ー
と
い
い
、
小
鳥
が
憑
く
と
チ
ュ
ー

チ
ュ
ー
と
い
う
。
ヘ
ビ
が
憑
い
た
者
は
ヘ
ビ
の
皮
を
食
べ
る
。

こ
の
記
述
は
、
巫
者
に
よ
っ
て
様
々
な
動
物
霊
が
憑
神
と
な
る
、
あ
る

い
は
一
人
の
巫
者
に
憑
神
が
複
数
存
在
す
る
と
い
う
二
通
り
の
意
味
に
取

れ
る
が
、
事
例
一
や
事
例
五
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
後
者
で
あ
ろ
う
。

事
例
五　

西
海
岸
来
知
志
村　

出
典
：
久
保
寺
逸
彦
採
録
資
料
（
北
海
道

立
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
資
料
、「
民
俗
調
査
サ
ハ
リ
ン
2

（K
C800059

）」~

「
民
俗
調
査
サ
ハ
リ
ン
3
（K

C800062

）
※
旧
番
号
」

お
よ
び
更
科
源
蔵
『
コ
タ
ン
探
訪
帖
』
16
、
17
よ
り

・
成
巫
の
過
程
は
非
自
発
的
。
四
十
才
を
過
ぎ
た
頃
、
歌
を
歌
い
た
い

衝
動
が
抑
え
ら
れ
ず
巫
歌
を
歌
っ
た
。
先
祖
のtusukam

uy

に
憑
り
つ

か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。
後
に
太
鼓
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。

・tusu

の
始
め
に
松
葉
を
火
に
く
べ
る
と
、
そ
の
匂
い
にtusukam

uy

が
集
ま
っ
て
く
る
。
自
分
は
ク
マ
やniskurukam

uy

が
憑
神
だ
。
そ
こ

で
太
鼓
を
あ
た
た
め
て
叩
い
て
い
る
と
、
太
鼓
に
神
が
乗
り
移
り
、
や

が
てtusukuru

に
乗
り
移
る
。

・
神
を
呼
ぶ
と
き
は
何
か
捧
げ
物
を
用
意
し
な
け
れ
ば
呼
べ
な
い
。

・kam
uyhahka

（
冠
）
は
な
く
と
も
良
い
が
、
あ
る
方
が
良
い
神
が
来

る
。tusutakusa

は
悪
魔
を
払
っ
て
く
れ
る
。

・託
宣
はinuu aynu

やkam
uy oruspe nuu aynu

と
呼
ぶ
者
が
聞
き
取
る
。

巫
者
は
複
数
の
憑
神
を
持
ち
、
ど
の
神
が
憑
依
す
る
か
は
予
測
で
き
な

い
。
憑
依
に
よ
り
人
格
交
替
が
起
こ
る
。
偶
発
的
な
憑
依
も
起
こ
る
。

北
海
道
の
事
例

事
例
一　

南
西
部
幌
別
郡
幌
別
村　

出
典
：
金
田
一
「
神
が
か
り
の
話
」

（
一
九
二
九
a
）
女
性
の
事
例
。
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・
こ
の
女
性
の
憑
神
は
龍
神
。
山
仕
事
中
に
落
雷
に
驚
い
て
失
神
し
、

以
来
憑
か
れ
た
と
い
う
。

・
こ
の
女
性
の
娘
が
大
け
が
を
し
た
と
き
、
そ
の
女
性
の
兄
がinaw

を

女
性
の
え
り
首
に
か
け
「
も
し
も
こ
の
娘
に
し
て
、
い
ざ
と
い
う
事
が

あ
っ
た
ら
、
弟
の
家
が
、
あ
と
が
絶
え
る
。
何
神
が
障
っ
て
こ
う
い
う

こ
と
を
し
た
か
、
障
る
神
を
あ
ら
わ
し
う
く
れ
」
と
祈
る
と
女
性
は
気

絶
し
た
。
介
抱
す
る
と
、
親
戚
の
男
性
の
亡
妻
そ
っ
く
り
の
声
で
、
夫

が
若
い
後
妻
を
迎
え
た
こ
と
へ
の
怒
り
を
語
っ
た
。

・
あ
る
と
き
村
民
の
い
さ
か
い
の
場
面
で
、
前
記
の
女
性
が
失
神
し
た
。

神
の
憑
依
ら
し
く
思
わ
れ
た
の
で
、
女
性
の
兄
がinaw

を
削
り
「
何
神

が
憑
い
た
か
し
ら
ぬ
が
、
何
神
で
も
あ
れ
、
こ
の
争
の
元
を
明
か
し
て

く
れ
」
と
祈
る
と
、
大
声
で
歌
い
始
め
、
村
民
の
一
方
が
嘘
を
言
っ
て

い
る
と
告
げ
た
。

・
昭
和
三
年
、
女
性
と
娘
の
二
人
で
在
宅
時
、
女
性
が
し
き
り
に
欠
伸
を
し

た
。
こ
れ
は
憑
依
の
兆
候
だ
が
、inaw

を
削
る
男
性
が
不
在
だ
っ
た
た
め
、

代
わ
り
に
赤
い
布
を
首
へ
巻
き
付
け
て
『
今
こ
の
家
に
は
、
誰
も
男
が
い

な
く
て
、
御
幣
を
削
っ
て
物
申
す
者
が
誰
も
な
い
。
た
だ
貧
し
い
女
ど
も

ば
か
り
で
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
善
い
神
か
、
悪
い
神
か
ど
ち

ら
か
知
ら
ぬ
が
、
こ
の
人
は
も
う
何
に
も
出
来
な
い
年
寄
り
だ
の
に
、
可

哀
相
に
痛
め
な
い
で
置
い
て
下
さ
い
。
若
し
か
し
た
ら
熱
に
浮
か
さ
れ
て

言
っ
た
の
か
も
知
ら
ぬ
が
、
と
に
か
く
こ
の
布
ぎ
れ
を
お
前
に
上
げ
る
か

ら
、
欲
し
け
れ
ば
持
っ
て
早
く
外
の
所
へ
行
っ
て
お
呉
れ
。
今
で
は
み
な

ト
ノ
イ
レ
ン
カ
（
殿
様
の
法
律
）
に
な
っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
習
慣
は
追
わ
な

い
世
の
中
に
成
り
、
昔
な
が
ら
の
難
し
い
振
り
合
い
は
跡
方
も
な
く
な
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
早
く
行
っ
て
お
呉
れ
』
と
祈
っ
て
事
な
き
を
得
た
。

巫
者
と
憑
神
の
関
係
は
あ
る
程
度
固
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
不

特
定
の
神
や
死
者
が
憑
依
す
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
憑
依

の
経
緯
は
他
律
的
ま
た
は
偶
発
的
で
あ
り
、
本
州
の
事
例
に
似
る
。

事
例
二　

南
西
部
虻
田
郡
虻
田
村
ベ
ン
ベ　

出
典
：
金
田
一
「
神
が
か
り

の
話
」（
一
九
二
九
a
）
幌
別
の
女
性
が
伝
聞
と
し
て
語
っ
た
も
の
。

・
ク
モ
と
、
洞
爺
湖
の
竜
神
を
憑
神
と
す
る
女
性
が
、
災
難
や
病
気
の

際
に
相
談
を
受
け
て
託
宣
を
出
し
た
。

軽
い
事
件
に
は
ク
モ
が
憑
き
、
難
題
の
場
合
に
は
竜
神
が
出
る
。
ト
ラ

ン
ス
状
態
に
入
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
神
を
彷
彿
と
さ
せ
る
巫
歌
を
歌
う
た

め
、
ど
ち
ら
が
憑
依
し
た
か
が
わ
か
る
。
竜
神
が
憑
い
た
時
に
は
形
相

が
変
わ
り
、
光
を
放
ち
厳
か
な
調
子
で
歌
う
。

特
定
の
憑
神
を
持
ち
、
自
律
的
に
人
格
交
替
を
起
こ
す
。
憑
神
は
常
時

巫
者
に
憑
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
巫
術
に
よ
っ
て
遠
隔
地
か
ら
呼
び
出

す
。
こ
の
事
例
は
伝
聞
で
あ
り
、
発
生
か
ら
一
定
の
年
月
を
経
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
定
型
的
で
様
式
化
し
た
巫
歌
や
、
巫
者
の
描
写
な
ど

は
、
他
の
実
体
験
の
語
り
に
比
べ
、
よ
り
文
学
的
な
印
象
を
受
け
る
。

事
例
三　

地
域
不
明
（
複
数
地
域
）　

出
典
：
和
田
「
ア
イ
ヌ
の
シ
ャ
マ
ニ
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ズ
ム
」（
一
九
七
八
）

・
北
海
道
のtusukur

は
、
数
珠
を
手
に
し
念
仏
を
唱
え
て
「
か
ん
が
か

り
」
し
、
死
霊
の
口
寄
せ
を
す
る
。
時
に
竜
神
さ
ま
の
お
告
げ
を
す
る
。

堀
が
昭
和
二
十
六
年
に
体
験
し
た
日
高
のtusu

も
金
毘
羅
信
仰
と
結
合

し
た
口
寄
せ
で
あ
り
津
軽
以
南
の
巫
俗
と
融
合
が
見
ら
れ
る
。
和
田
自
身

の
調
査
し
た
巫
術
の
例
は
い
ず
れ
も
男
性
の
祈
り
に
よ
っ
て
女
性
へ
の
憑

霊
が
誘
発
さ
れ
る
他
律
的
な
物
。

事
例
四　

南
西
部
千
歳
市　

出
典
：
更
科
源
蔵
『
コ
タ
ン
探
訪
帖
』
19

・tusu

の
際
は
、inaw

kike

と
赤
い
布
（
白
と
赤
で
も
よ
い
）
を
撚
り

わ
せ
て
ガ
ラ
ス
玉
に
通
し
た
物
を
手
か
首
に
し
ば
る（
憑
神
に
捧
げ
る
）。

手
に
は
何
も
持
た
な
い
。

・
巫
者
に
も
良
い
者
と
悪
い
者
が
い
る
。tusu

が
終
わ
る
と
、
憑
神
に

捧
げ
るinaw

を
巫
者
の
首
に
か
け
て
や
る
。
ヘ
ビ
が
憑
神
の
と
き
は
ク

ル
ミ
の
木
でinaw

を
作
る
。
こ
れ
を
か
け
る
と
巫
者
は
体
が
楽
に
な

る
。
や
ら
な
い
と
体
が
痛
み
、
動
け
な
く
な
る
。
憑
神
がpaw

ci
の
場

合
は
ヤ
ナ
ギ
のinaw

を
作
る
。kinra

も
憑
く
。
狼
が
憑
い
た
者
は
良

い
。
キ
ツ
ネ
が
憑
く
と
良
い
時
と
悪
い
時
が
あ
る
。

事
例
五　

北
部
旭
川
市
近
文　

出
典
：
更
科
源
蔵
『
コ
タ
ン
探
訪
帖
』
19

・tusu

に
は
玉
な
ど
は
使
わ
な
い
。tusu

を
し
た
あ
と
は
二
日
位
寝
込
む
。

事
例
六　

南
部
日
高
郡
様
似
町　

出
典
： 

更
科
『
ア
イ
ヌ
伝
説
集
』

（
一
九
八
一
）

・
ア
ポ
イ
岳
に
信
仰
を
集
め
る
カ
バ
の
大
木
が
あ
る
。
鹿
狩
に
行
っ
て

ア
オ
ダ
モ
で
イ
ナ
ウ
を
二
本
作
っ
て
捧
げ
た
。
そ
の
日
は
鹿
の
声
が
聞

こ
え
て
い
る
の
に
ま
っ
た
く
取
れ
な
か
っ
た
。
狩
小
屋
へ
戻
る
と
同
行

し
た
女
性
の
様
子
が
お
か
し
い
。「
何
バ
カ
や
っ
て
る
」
と
い
う
と
「
バ

カ
は
お
ま
え
だ
。
せ
っ
か
く
鹿
を
や
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
あ
の
よ
う
な

つ
ま
ら
な
い
イ
ナ
ウ
を
立
て
た
の
で
鹿
を
や
ら
な
か
っ
た
の
だ
」と
い
っ

て
散
々
棒
で
殴
ら
れ
た
。
山
の
神
が
乗
り
移
っ
た
の
だ
。

偶
発
的
な
憑
依
の
事
例
。

四
．
文
学
中
の
事
例

次
に
、
文
学
中
の
事
例
を
挙
げ
る
。
文
学
中
のtusu

で
は
人
格
交
替
が

起
こ
ら
な
い
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
は
英
雄
詩
曲
の
事
例
が

中
心
に
な
っ
た
が
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、tusu

の
描
か
れ
方
も
異
な

る
可
能
性
が
あ
る
。

樺
太
の
事
例

事
例
一　

樺
太
東
海
岸
魯
礼
村　

叙
事
詩　
　

出
典
：
金
田
一
「
原
始
文

学
断
想
」（
一
九
二
九b

）

・
と
あ
る
少
女
が
一
人
で
巫
術
に
よ
っ
て
育
ち
、
く
ら
し
て
い
た
。
あ
る
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日
、
家
に
あ
っ
た
黄
金
のkaco

（
太
鼓
）
な
ど
を
発
見
し
、
身
に
着
け

て
初
め
て
本
格
的
な
巫
術
を
行
な
っ
た
。「
わ
が
憑
物
を
す
っ
か
り
我
に

か
ぶ
り
」
小
屋
の
苫
の
端
を
巫
力
に
よ
っ
て
持
ち
上
げ
、
は
る
か
に
隔

た
っ
た
見
知
ら
ぬ
村
を
見
て
い
る
う
ち
に
主
人
公
の
危
難
を
知
る
。
身
支

度
を
し
て
救
援
に
向
か
い
、
敵
方
の
巫
者
と
巫
力
を
戦
わ
せ
て
主
人
公
を

救
出
す
る
。

太
鼓
を
打
つ
う
ち
に
憑
神
が
憑
依
し
超
常
的
な
力
を
発
揮
す
る
。「
よ
り

遠
く
ま
で
見
よ
う
」
と
い
う
巫
者
の
意
志
が
働
い
て
お
り
、
人
格
交
替
は

起
っ
て
い
な
い
。

事
例
二　

樺
太
東
海
岸
富
内
村　

叙
事
詩　
　

出
典
：
金
田
一
『
北
蝦
夷

古
謡
遺
篇
』（
一
九
一
四
）

・
と
あ
る
少
女
が
一
人
で
巫
術
に
よ
っ
て
育
ち
、
く
ら
し
て
い
た
。
あ
る

日
、kinra

に
よ
っ
て
主
人
公
の
危
難
を
知
り
、
赤
銅
のkaco
（
太
鼓
）
を

打
ち
神
の
舟
に
乗
っ
て
救
援
を
す
る
。hussa

に
よ
っ
て
主
人
公
を
回
復
さ

せ
る
。

憑
神
や
憑
依
の
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
人
格
交
替
は
起
っ
て
い
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

事
例
三　

樺
太
東
海
岸
元
泊
村
斑
伸　

散
文
説
話　

出
典
：
知
里
「
樺
太

ア
イ
ヌ
の
説
話
」（
一
九
四
四
）

・
空
き
家
に
住
み
、
通
り
が
か
っ
た
人
を
殺
害
す
る
魔
物
を
退
治
す
る

た
め
、tusukuh

（
巫
者
）
が
三
人
呼
ば
れ
る
。tusu

を
す
る
う
ち
に

神
々
が
現
れ
、
神
の
矢
、
刀
を
打
ち
込
ん
で
魔
物
を
退
治
す
る
。

憑
神
は
遠
方
か
ら
呼
び
出
さ
れ
る
。
憑
神
が
魔
物
と
直
接
戦
う
と
い
う

点
が
ア
イ
ヌ
の
説
話
と
し
て
は
特
殊
。
巫
術
中
も
憑
神
はtusukuh

と
離

れ
た
位
置
に
い
る
と
考
え
ら
れ
、
憑
依
・
人
格
交
替
は
起
っ
て
い
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

事
例
四　

樺
太
西
海
岸
来
知
志
村　

出
典
：
山
本
『
樺
太
自
然
民
俗
民
話

集
成
』（
一
九
六
八
）

　

otasuh

村
に
す
む
兄
妹
の
妹
に
憑
神
（kosim

pu

）
が
憑
い
て
、
兄

妹
の
仇
敵
が
住
む
村
の
場
所
を
知
ら
せ
る
。
仇
敵
の
村
へ
行
き
、
家
の

中
を
見
る
と
仇
敵
の
妹
の
一
人
が
い
た
。
彼
女
も
巫
者
で
、
太
鼓
を
叩

い
て
敵
（
主
人
公
）
の
接
近
を
察
知
し
て
い
た
。
だ
が
、
主
人
公
た
ち

が
ク
モ
の
糸
で
姿
を
隠
し
て
い
た
た
め
居
場
所
が
わ
か
ら
ず
、
ど
こ
へ

行
っ
た
か
と
考
え
て
い
た
。

こ
の
事
例
で
も
人
格
交
替
は
起
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。ueinkar

に
近
い
事
例
。
兄
も
水
上
を
走
る
、
姿
を
消
す
な
ど
超
常
的
な
力
を
発
揮
。

事
例
五　

亜
庭
湾
白
主
村　

散
文
説
話
か　

出
典
：
知
里
「
ユ
ー
カ
ラ
の

人
々
と
そ
の
生
活
」（
一
九
五
四
）
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巫
者
が
縄
抜
け
を
す
る
際
、
大
き
い
目
の
網
の
方
が
抜
け
に
く
い
も

の
だ
。
あ
る
時
、
白
主
の
巫
者
が
四
寸
目
の
網
に
入
れ
ら
れ
て
ど
う
し

て
も
抜
け
ら
れ
ず
、
方
々
の
神
に
頼
ん
だ
後
、
炉
の
灰
な
ら
し
の
神
さ

ま
に
頼
ん
で
や
っ
と
出
し
て
も
ら
え
た
。

こ
の
事
例
で
も
人
格
交
替
は
起
っ
て
い
な
い
。
不
特
定
の
神
々
か
ら
助

力
を
得
て
奇
術
を
す
る
様
子
が
語
ら
れ
る
。

事
例
六　

樺
太
西
海
岸
来
知
志
村　

散
文
説
話　

出
典
：
村
崎
『
樺
太
ア

イ
ヌ
語　

資
料
篇
』（
一
九
七
六
）

　

ラ
イ
チ
シ
カ
湖
に
二
人
の
兄
弟
が
住
み
、
弟
は
巫
者
だ
っ
た
。
二
人

は
ワ
シ
の
羽
を
集
め
て
ア
ム
ー
ル
方
面
の
人
々
へ
売
っ
て
い
た
。
あ
る

と
き
、
兄
が
ワ
シ
羽
を
独
占
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
弟
は
腹
を
立
て
、

太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
海
を
渡
っ
て
ア
ム
ー
ル
方
面
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

弟
の
死
後
、
彼
の
遺
体
を
納
め
た
棺
が
流
れ
て
き
て
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、

ホ
ン
ト
ケ
シ
と
い
う
場
所
へ
流
れ
着
い
た
。

憑
神
や
憑
依
の
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
人
格
交
替
は
起
っ
て
い
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

事
例
七　

樺
太
西
海
岸
来
知
志
村　

散
文
説
話　

出
典
：
村
崎
『
樺
太
ア

イ
ヌ
語　

資
料
篇
』（
一
九
七
六
）

　

oyanruru

と
い
う
大
村
の
住
人
が
化
物
に
喰
い
つ
く
さ
れ
た
。
雲
の

上
に
い
たw

enenekaype sam
unekaype

と
い
う
神
の
翁
が
様
子
を
見

に
降
り
る
と
、
赤
ん
坊
が
生
き
残
っ
て
い
た
の
で
育
て
る
こ
と
に
し
た
。

子
供
が
大
き
く
な
り
、
神
翁
は
帰
る
こ
と
に
し
た
。
子
供
が
神
翁
を
槍

で
突
く
と
翁
は
死
ん
だ
。
外
に
出
て
み
る
と
、
神
翁
が
太
鼓
を
叩
き
な

が
ら
昇
天
す
る
の
が
聞
こ
え
た
。

神
が
自
ら
太
鼓
を
叩
い
て
空
を
飛
ぶ
。
法
術
の
よ
う
な
描
写
。

北
海
道
の
事
例

事
例
一　

南
西
部
幌
別
郡
幌
別
村　

叙
事
詩　

出
典
：
ポ
ン
・
フ
チ
『
ア

イ
ヌ
語
は
生
き
て
い
る
』（
一
九
八
七
）

　
「om

npesunm
at

」。
主
人
公
の
敵
方
に
あ
り
な
が
ら
主
人
公
に
加
勢

す
る
女
性
は
、
巫
力
に
よ
っ
て
様
々
な
出
来
事
を
察
知
す
る
。
敵
方
の

女
性
が
戦
い
の
顛
末
を
占
う
。
酒
杯
を
受
け
、
囲
炉
裏
の
そ
ば
でtusu 

repni　

kani repni

（
巫
術
の
拍
子
棒　

金
の
拍
子
棒
）
を
以
て
巫
歌
を

歌
っ
て
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
な
る
。主
人
公
と
味
方
の
女
性
が
巫
力
を
使
っ

て
巫
歌
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
が
、
う
ま
く
い
か
な
い
。
や
が
て
巫
歌

が
終
わ
る
と
、
主
人
公
の
城
の
様
子
や
主
人
公
が
す
ぐ
近
く
に
来
て
い

る
事
を
暗
示
し
、
戦
い
が
敵
方
の
惨
敗
に
終
わ
る
こ
と
を
予
言
す
る
。

叙
事
詩
中
の
憑
神
は
無
数
に
女
性
の
周
り
を
飛
ん
で
い
る
と
さ
れ
、
何

の
神
が
憑
い
た
か
の
言
及
は
な
い
。
よ
り
遠
く
を
見
透
か
そ
う
と
す
る
巫

者
の
意
識
が
働
き
、
人
格
交
替
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
脱
魂
型
の
巫
術
か
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ueinkar

に
近
い
。

事
例
二　

南
西
部
日
高
沙
流
郡
平
賀
村　

叙
事
詩　

出
典
：
久
保
寺
『
ア

イ
ヌ
叙
事
詩　

神
謡
・
聖
伝
の
研
究
』（
一
九
七
七
）

　
「kutunesirka
」。
主
人
公
と
対
立
す
る
首
長
た
ち
の
妹
が
、
戦
い
の

顛
末
を
占
う
。nuputcannoyep

（
巫
術
の
鉢
巻
き
）
を
つ
け
、
周
囲
に

は
多
く
の
憑
神
が
明
滅
し
て
い
る
。
酒
杯
を
飲
み
干
し
、tusuponrepni

（
巫
術
の
小
拍
子
棒
）
で
炉
辺
を
打
っ
て
歌
い
出
す
。
ト
ラ
ン
ス
状
態
に

入
り
、
巫
歌
を
終
え
る
と
、
主
人
公
の
接
近
を
暗
示
し
、
戦
い
が
敵
方

の
惨
敗
に
終
わ
る
こ
と
を
予
言
す
る
。

憑
神
は
無
数
に
女
性
の
周
り
を
飛
ん
で
い
る
と
さ
れ
、
何
の
神
が
憑

い
た
か
の
言
及
は
な
い
。
よ
り
遠
く
を
見
透
か
そ
う
と
す
る
巫
者
の
意
識

が
働
い
て
お
り
、
人
格
交
替
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
脱
魂
型
の
巫
術
か

ueinkar

に
近
い
。

事
例
三　

南
西
部
日
高
郡
平
取
町
紫
雲
古
津　

叙
事
詩　

出
典
：
金
田
一

「
ア
イ
ヌ
の
宗
教
」（
一
九
二
五
）

　
「
八
つ
の
肉
串
の
戦
の
原
と
な
る
物
語
」。
主
人
公
と
対
立
す
る
首
長

た
ち
の
妹
が
、
次
々
と
戦
い
の
顛
末
を
占
う
。
酒
を
飲
み
歌
い
出
す
。

巫
女
た
ち
は
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
り
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
戦
い
の
光
景

を
目
前
に
見
な
が
ら
歌
う
。

叙
事
詩
中
の
憑
神
は
無
数
に
女
性
の
周
り
を
飛
ん
で
い
る
と
さ
れ
、
何

の
神
が
憑
い
た
か
の
言
及
は
な
い
。
よ
り
遠
く
を
見
透
か
そ
う
と
す
る

巫
者
の
意
識
が
働
き
、
人
格
交
替
は
起
こ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

ueinkar

に
近
い
。

五
．
結
語

以
上
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
、
し
ば
し
ばtusu

と
関
連
付
け
ら
れ
て
き
たim

u

は
、
占
い
や
治
療
、
託
宣
と
は
無
縁
で
あ
る
こ
と
か
ら
、tusu

に
つ
い
て

の
議
論
か
ら
は
一
旦
外
し
個
別
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

日
常
的
実
践
に
お
い
てtusu

と
、
そ
の
他
の
諸
儀
礼
・
超
常
的
現
象
を

分
け
る
の
は
「
人
格
交
替
を
伴
う
憑
依
現
象
」
の
有
無
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
研
究
で
は
動
物
骨
や
祭
具
の
力
に
よ
っ
て
行
う
占
い
等
（
非
憑
依
型

b
）
と
憑
依
型
a
・
b
を
混
同
す
る
場
面
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
明
確
に

区
別
す
べ
き
で
あ
る
。tusu

を
起
こ
す
憑
神
は
、
常
に
憑
依
し
て
い
る
の

で
は
な
く
遠
方
か
ら
飛
来
す
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
た
。
こ
の
点
は
、
一

般
的
な
憑
神
の
在
り
方
と
異
な
る
。
北
海
道
のtusu

は
、
死
者
の
霊
が
偶

発
的
に
憑
依
し
た
事
例
を
多
く
含
む
。
樺
太
に
お
い
て
は
、
死
者
が
憑
依

す
る
例
は
未
見
で
あ
る
。

次
に
、
文
学
中
に
描
か
れ
るtusu

は
樺
太
、
北
海
道
と
も
に
人
格
交
替

を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
巫
術
に
よ
っ
て
行
う
事
柄
は
飛
翔

や
海
上
を
走
る
な
ど
、
超
現
実
的
な
能
力
の
発
揮
が
多
く
見
ら
れ
た
。
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本
稿
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
日
常
的
実
践
と
文
学
中
のtusu

の
差
異
が

あ
る
程
度
明
確
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
参
照
し
た
文
学
の
事
例

が
少
な
い
事
、
特
に
ジ
ャ
ン
ル
に
偏
り
が
あ
る
事
、
人
格
交
替
の
有
／
無

を
よ
り
明
瞭
に
判
定
す
る
方
法
の
吟
味
が
課
題
と
し
て
残
っ
た
。
い
ず
れ

機
会
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
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