
67 66 『口承文芸研究』第 44号　2021年 3月

【
緊
急
特
集
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
と
口
承
文
芸
研
究
】

樺
太
ア
イ
ヌ
の
流
行
病
に
関
す
る
伝
承

阪　
口　
　
諒

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
樺
太
ア
イ
ヌ
が
伝
統
的
に
流
行
病
（
具
体
的
に
は
多
く
の
人

が
罹
患
し
、
身
体
症
状
を
伴
う
疱
瘡
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）
の
原
因
を
ど
の

よ
う
に
認
識
し
、語
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、

歴
史
資
料
を
ご
く
簡
単
に
見
た
後
、
病
気
の
原
因
に
関
す
る
語
り
、
流
行
病

へ
の
対
処
方
法
に
関
し
て
見
て
い
く
。
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
疱
瘡
の
事
例
に
関

し
て
は
、
久
保
寺
逸
彦
・
知
里
真
志
保
「
ア
イ
ヌ
の
疱
瘡
神
『
パ
コ
ロ
・
カ

ム
イ
』
に
就
い
て
」『
人
類
学
雑
誌
』
五
五
巻
三
、四
号 

一
九
四
〇
（
以
下
、

久
保
寺
・
知
里
論
文
）
と
い
う
論
文
に
お
い
て
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
、
本
稿
で
は
樺
太
の
事
例
に
絞
っ
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
歴
史
資
料
か
ら

ア
イ
ヌ
の
様
々
な
集
団
に
お
け
る
天
然
痘
の
流
行
の
歴
史
的
な
事
例
に

つ
い
て
は
、
前
述
の
久
保
寺
・
知
里
論
文
の
記
述
の
ほ
か
、
和
田
文
治
郎

の
論
文
に
も
記
述
が
あ
る）

1
（

。
一
八
六
七
年
か
ら
一
八
七
二
年
ま
で
サ
ハ
リ

ン
島
で
軍
医
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
ド
ブ
ロ
ト
ヴ
ォ
ル
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、

樺
太
ア
イ
ヌ
の
人
口
の
減
少
の
原
因
は
、
ア
イ
ヌ
語
で
シ
ー
サ
ㇺ
・
ア
ラ

カ
《
和
人
の
病
気
》
も
し
く
は
ニ
ㇱ
ポ
ン
（
ニ
ッ
ポ
ン
）・
ア
ラ
カ
《
日
本

の
病
気
》
と
称
す
る
梅
毒
の
ほ
か
、
壊
血
病
や
急
性
発
疹
（
麻
疹
）、
猩
紅

熱
や
疱
瘡
で
あ
っ
た
と
い
う）

2
（

。
こ
う
し
た
病
気
は
ア
イ
ヌ
に
限
ら
ず
、
サ

ハ
リ
ン
島
に
居
住
し
て
き
た
諸
民
族
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
っ
た
。

一
八
六
〇
年
ご
ろ
に
サ
ハ
リ
ン
島
を
調
査
し
た
植
物
学
者
・
地
理
学
者
Ｐ
・

Ｐ
・
グ
レ
ン
に
よ
る
と
、
疱
瘡
に
よ
り
、
こ
の
十
年
間
に
サ
ハ
リ
ン
の
北

部
に
あ
る
全
て
の
村
が
ひ
ど
い
被
害
を
受
け
た
と
い
う）

3
（

。
日
本
側
の
資
料

で
も
、
一
八
五
八
年
頃
、
サ
ン
タ
ン
人
（
大
部
分
が
後
の
ウ
リ
チ
に
つ
な

が
る
人
々
）
の
居
住
村
の
多
い
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
か
ら
、
サ
ハ
リ
ン
北

部
に
か
け
て
疱
瘡
が
流
行
し
、
サ
ン
タ
ン
人
、「
ロ
モ
ウ
ニ
ク
ブ
ン
人
」（
サ

ハ
リ
ン
西
海
岸
の
ニ
ヴ
フ
）
が
サ
ハ
リ
ン
島
東
海
岸
の
タ
ラ
イ
カ
地
方
へ

逃
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る）

4
（

。
こ
う
し
た
流
行
病
に
よ
っ
て
村
を
離

れ
る
と
い
う
手
段
は
久
保
寺
・
知
里
論
文
で
歴
史
資
料
を
基
に
し
て
述
べ

ら
れ
る
通
り
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
間
で
も
取
ら
れ
て
い
た
手
段
で
あ
る
。

一
八
七
五
年
の
樺
太
千
島
交
換
条
約
に
よ
っ
て
サ
ハ
リ
ン
全
島
が
ロ
シ
ア

領
と
な
っ
た
が
、
日
本
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
亜
庭
湾
沿
岸
の
樺
太
ア
イ

ヌ
八
四
一
名
は
、
北
海
道
（
当
初
は
樺
太
の
対
岸
に
あ
る
宗
谷
）
へ
移
住
し

た
。
狭
い
土
地
に
密
集
し
て
生
活
す
る
こ
と
は
流
行
病
の
蔓
延
に
つ
な
が
る

た
め
、
開
拓
使
の
勧
め
る
札
幌
近
郊
の
対
雁
へ
の
更
な
る
移
住
を
樺
太
ア
イ

ヌ
た
ち
は
拒
絶
し
て
い
た
。
し
か
し
、
移
住
は
開
拓
使
に
よ
り
強
制
的
に
実

行
に
移
さ
れ
た
。
樺
太
ア
イ
ヌ
た
ち
の
先
見
の
明
は
活
か
さ
れ
ず
、
対
雁
や

厚
田
に
お
い
て
コ
レ
ラ
や
疱
瘡
が
蔓
延
し
、
約
半
数
が
亡
く
な
っ
て
い
る）

5
（

。

一
八
九
七
年
に
は
樺
太
西
海
岸
で
疱
瘡
が
流
行
し
て
い
る
が
、
そ
の
時

に
は
惣
乙
名
の
ニ
セ
ン
ル
ㇱ
が
自
ら
家
に
火
を
放
ち
、
自
分
の
命
と
引
き

換
え
に
そ
の
蔓
延
を
防
い
だ
と
い
う）

6
（

。
サ
ハ
リ
ン
に
流
刑
と
な
っ
て
い
た

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
族
学
者
Ｂ
・
ピ
ウ
ス
ツ
キ
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
五
年
ご

ろ
に
は
サ
ハ
リ
ン
島
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
た
が
、
そ
の
時
に
は
、

木
の
株
で
作
っ
た
木
偶
（
そ
の
働
き
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
を
用
い
た

対
処
が
行
わ
れ
た
と
い
う）

7
（

。
戦
後
北
海
道
へ
移
住
し
た
北
西
海
岸
の
樺
太

ア
イ
ヌ
の
記
憶
の
中
に
も
、
悪
疫
（
ウ
ェ
ン
・
ア
ラ
カ
）
の
流
行
が
鮮
明

に
残
さ
れ
て
い
る）

8
（

。

二
、
病
気
一
般
の
原
因
に
関
し
て

樺
太
ア
イ
ヌ
は
伝
染
病
を
オ
ヤ
シ
（
化
物
）
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
て

い
る）

9
（

。
例
え
ば
、
一
九
〇
四
〜
五
年
に
サ
ハ
リ
ン
島
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

が
流
行
し
た
の
は
、
ア
イ
ヌ
の
集
落
を
敵
意
あ
る
他
の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
精

霊
の
襲
撃
か
ら
守
っ
て
い
た
マ
ン
グ
ン
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い

う
）
10
（

。
か
つ
て
サ
ハ
リ
ン
島
で
ア
イ
ヌ
と
と
も
に
仲
良
く
暮
ら
し
て
い
た
マ

ン
グ
ン
の
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、そ
こ
を
離
れ
て
か
ら
も
ア
イ
ヌ
の
集
落
を
守
っ

て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
敵
意
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
病
気
が
も
た
ら
さ

れ
る
と
い
う
考
え
は
、
ア
ム
ー
ル
・
サ
ハ
リ
ン
地
方
に
居
住
す
る
ニ
ヴ
フ

の
伝
承
に
も
み
ら
れ
る）

11
（

。
ま
た
、
シ
ャ
ー
マ
ン
が
悪
さ
を
す
る
と
い
う
伝

承
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る）

12
（

。

ま
た
、
病
気
の
神
（
原
文
はdisease god

）
に
関
す
る
樺
太
東
海
岸
白

浜
の
物
語
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
伝
承
に
お
い
て
、
食
物
の
神
が

病
気
の
神
よ
り
も
力
が
強
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
病
気
の
神
は
文
化

英
雄
ヤ
イ
レ
ス
ー
ポ
に
や
っ
つ
け
ら
れ
る
が
、食
物
の
神
は
逃
げ
延
び
る）

13
（

）。

そ
れ
以
外
に
は
説
明
が
な
く
、
病
気
の
神
に
関
し
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。

な
お
、
病
気
へ
の
対
処
法
と
し
て
は
、
そ
の
撲
滅
を
願
う
と
い
う
よ
り

は
、
病
魔
に
立
ち
去
っ
て
も
ら
う
と
い
う
の
が
基
本
で
あ
る
（
適
切
に
処

理
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
化
物
に
変
じ
た
道
具
が
退
治
・
抹
消
さ
れ
る
と

い
う
例
は
あ
る）

14
（

）。
そ
れ
は
子
供
が
く
し
ゃ
み
を
し
た
時
に
、「
チ
ル
ム
ン

カ
タ 

エ
チ
イ
メ
ㇸ
ペ 

ウ
コ
ソ
ー
ミ 

テ 

ア
ン
！
（
ご
み
た
め
の
上
に
、
お

前
の
分
け
前
が
、
饐
え
て
る
ぞ
！
）」
と
唱
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
知
ら

れ
る
。
塵
垢
に
呪
力
が
あ
る
た
め
に
、
ご
み
溜
め
に
病
魔
は
近
よ
ら
な
い

が
、
こ
う
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
怒
っ
て
立
ち
去
る
の
だ
と
い
う）

15
（

。
こ

う
し
た
汚
物
を
用
い
た
病
魔
の
遠
ざ
け
る
種
々
の
方
法
は
久
保
寺
・
知
里
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前
掲
論
文
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
通
り
、
北
海
道
に
お
い
て
も
実
践
さ
れ
て

い
る
。

三
、
疱
瘡
の
原
因
に
関
し
て

樺
太
の
伝
承
に
お
い
て
疱
瘡
に
関
す
る
情
報
は
多
く
な
い
。
記
録
さ
れ

た
物
語
の
数
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
疱
瘡
に
対
す
る
観
念
が
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い

た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
久
保
寺
・
知
里
論
文
に
お
い
て
は
、
疱
瘡
神

が
眷
属
の
多
い
神
で
あ
る
こ
と
、
年
々
歳
々
訪
れ
て
く
る
神
で
あ
る
こ
と
、

常
に
沖
の
国
か
ら
来
て
沖
の
国
へ
去
る
こ
と
、
世
界
の
果
て
か
ら
果
て
へ

回
っ
て
歩
く
神
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
う
し
た
性
格
は
疱
瘡
神
が

渡
り
鳥
で
あ
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
樺
太
に
お
い
て
も
、

疱
瘡
神
が
渡
り
鳥
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
西
海
岸
南
部
、

真
岡
に
お
い
て
シ
カ
ト
ロ
・
チ
カ
ㇵ
（
チ
カ
ㇵ
は
鳥
の
意
味
）
と
い
う
語

彙
が
記
録
さ
れ
、
渡
り
鳥
の
一
種
で
、
疱
瘡
神
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
確
認
で
き
る）

16
（

。

し
か
し
、
樺
太
北
西
海
岸
の
話
者
は
、
音
の
似
た
シ
カ
タ
ロ
・
カ
ム
イ

と
い
う
存
在
を
疱
瘡
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
シ
カ
タ
ロ
・
カ
ム
イ
は
半

人
半
鳥
で
、
空
を
飛
ん
で
い
る
と
き
は
カ
モ
に
似
た
姿
で
あ
る
が
、
地
上

に
降
り
る
と
人
の
姿
を
と
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
ザ
ラ
シ
が
好
物
で
、

人
間
の
姿
で
、
ア
ザ
ラ
シ
を
狩
る
た
め
の
舟
と
、
そ
の
肉
を
焼
く
た
め
の

鍋
を
人
間
た
ち
に
求
め
る
と
い
う
。
そ
の
義
務
を
果
た
せ
ば
、
人
間
た
ち

は
シ
カ
タ
ロ
・
カ
ム
イ
が
鍋
に
残
し
た
ア
ザ
ラ
シ
肉
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
を
果
た
さ
な
い
場
合
に
は
、
人
間
た
ち
は
殺
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
夜
間
に
の
み
行
わ
れ
る
と
い
う）

17
（

。

こ
こ
で
は
、
樺
太
東
海
岸
の
小
田
寒
出
身
の
女
性
が
語
っ
た
疱
瘡
神
た

る
パ
コ
ㇿ
カ
ム
イ
（
こ
の
方
言
で
は
パ
（
ー
）
コ
ロ
カ
ム
イ
と
い
う
語
形

が
期
待
さ
れ
る
）に
関
す
る
数
少
な
い
物
語
を
紹
介
す
る
。
疱
瘡
神
が
村
々

を
渡
り
歩
い
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、そ
れ
が
鳥
と
し
て
渡
っ

て
く
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
語
ら
れ
て
い
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。

い
つ
の
頃
か
分
か
ら
な
い
昔
に
、
小
田
寒
の
近
く
ま
で
パ
コ
ㇿ
カ
ム

イ
（
疱
瘡
神
）
が
や
っ
て
き
た
。
こ
の
集
落
は
、
五
〜
六
〇
戸
も
あ

る
大
き
な
集
落
で
あ
っ
た
。
こ
の
村
に
ト
ン
コ
リ
（
五
弦
琴
）
の
と

て
も
上
手
な
弾
き
手
が
い
た
が
、
パ
コ
ㇿ
カ
ム
イ
が
村
に
来
そ
う
な

気
配
を
感
じ
た
の
で
、
一
晩
中
ト
ン
コ
リ
を
弾
い
た
。
こ
の
人
は
こ

の
神
が
嫌
う
も
の
や
魔
力
を
弱
め
る
も
の
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
演
奏
し
た

の
で
、パ
コ
ㇿ
カ
ム
イ
は
こ
の
村
を
通
り
越
し
て
隣
り
の
村
へ
と
去
っ

て
い
っ
た
。
隣
り
の
村
の
人
々
は
一
人
残
ら
ず
死
ん
で
し
ま
っ
た）

18
（

。

病
気
へ
の
対
処
と
し
て
は
、
前
述
の
く
し
ゃ
み
を
し
た
時
の
対
処
と
同

じ
く
、
ト
ン
コ
リ
に
よ
る
曲
の
演
奏
と
い
う）

19
（

、
病
魔
の
嫌
う
も
の
を
用
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
病
魔
に
立
ち
去
っ
て
も
ら
う
と
い
う
方
法
を
と
っ
て

お
り
、
病
魔
を
滅
ぼ
す
と
い
っ
た
描
写
は
さ
れ
て
い
な
い）

20
（

。

四
、
流
行
病
の
予
防
に
関
し
て

先
に
述
べ
た
通
り
、
伝
染
病
は
オ
ヤ
シ
（
化
物
）
が
原
因
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
伝
染
病
が
流
行
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
る
と
、
口
承
文
芸

の
中
で
最
も
崇
高
な
ジ
ャ
ン
ル
で
、
戦
の
物
語
で
あ
る
ハ
ウ
キ
（
英
雄
叙

事
詩
）
を
男
性
の
長
老
が
謡
う
。
そ
の
後
、
集
落
の
男
性
た
ち
は
、
化
物

退
治
に
欠
か
せ
な
い
神
々
の
助
け
を
得
る
た
め
、神
々
が
喜
ぶ
イ
ナ
ウ
（
木

幣
）
を
捧
げ
る
（
神
々
は
直
接
化
物
を
倒
す
の
で
は
な
く
、
人
間
に
よ
る

化
物
退
治
に
協
力
す
る
だ
け
で
あ
る
）。
ま
た
、
戸
口
の
上
方
に
は
化
物
を

追
い
払
う
た
め
に
、
排
泄
物
の
臭
い
の
す
る
シ
カ
タ
ロ
・
キ
ナ）

21
（

の
茎
を
吊

る
す）

22
（

。
前
述
の
シ
カ
タ
ロ
・
カ
ム
イ
と
関
連
が
あ
る
の
か
は
語
ら
れ
て
い

な
い
が
、
北
海
道
だ
け
で
な
く
、
樺
太
の
西
海
岸
南
部
に
お
い
て
も
疱
瘡

神
と
し
て
シ
カ
ト
ロ
・
チ
カ
ㇵ
と
い
う
語
彙
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
し
て
、
も
と
も
と
は
シ
カ
ト
ロ
が
疱
瘡
と
関
連
し
て
い
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る）

23
（

。
た
だ
し
、
西
海
岸
北
部
で
用
い
ら
れ
る
シ
カ
タ
ロ
と
い
う
語
彙

は
、
前
述
の
シ
カ
ト
ロ
な
ど
と
は
由
来
が
異
な
り
、
北
海
道
で
シ
ク
ト
ゥ

ㇽ
〜
シ
ク
ト
ゥ
ッ
と
呼
ば
れ
る
エ
ゾ
ネ
ギ）

24
（

と
関
連
あ
る
名
称
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
病
魔
を
避
け
る
と
き
に
戸
口
に
吊
る
さ
れ
る
シ
カ
タ
ロ
・

キ
ナ
は
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
、
エ
ゾ
ネ
ギ
と
同
様
に
ネ
ギ
属
の
植
物
と

さ
れ
、
強
い
臭
気
を
持
つ
）
25
（

。
お
そ
ら
く
疱
瘡
を
避
け
る
た
め
の
植
物
の
名

前
（
シ
ク
ト
ゥ
ル
な
ど
）
と
類
似
す
る
疱
瘡
を
司
る
病
魔
（
シ
カ
ト
ロ
な

ど
）
の
名
前
と
の
混
同
に
よ
っ
て
、
両
者
の
名
称
が
そ
れ
ぞ
れ
シ
カ
タ
ロ
・

キ
ナ
、
シ
カ
タ
ロ
・
カ
ム
イ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
た

だ
し
、
シ
カ
タ
ロ
・
カ
ム
イ
が
疱
瘡
神
で
は
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
）。

ま
た
、
化
物
（
伝
染
病
に
限
ら
ず
、
村
を
襲
い
に
来
る
化
物
で
あ
れ
ば
効

果
的
な
よ
う
で
あ
る
）
を
追
い
払
う
た
め
に
、
ケ
ネ
（
ハ
ン
ノ
キ
）、
オ
ソ

コ
ニ
（
ニ
ワ
ト
コ
）、
タ
ㇵ
ニ
（
シ
ラ
カ
バ
）
の
切
り
株
を
使
っ
て
、
刀
を

持
つ
戦
士
の
姿
を
し
た
オ
ケ
ン
／
ニ
ー
ナ
ン
コ
ロ
ペ
（
木
偶
）
を
作
る
）
26
（

。
ハ

ン
ノ
キ
が
オ
ケ
ン
の
製
作
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
臭
い
が
神
に
と
っ
て
も
化

物
に
と
っ
て
も
不
快
で
、
洗
っ
て
も
臭
い
が
取
れ
な
い
と
さ
れ
る
経
血
に
色

が
似
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る）

27
（

。
こ
の
木
偶
は
、ペ
ㇸ
サ
ム
ㇱ
（
ス
ゲ
）

の
束
や
子
犬
の
頭
骨
を
木
の
棒
に
固
定
し
た
も
の
と
一
緒
に
、
集
落
（
夏
の

家
は
海
岸
に
そ
っ
て
一
列
に
並
ん
で
い
る
）と
海
岸
を
結
ぶ
道
の
脇
に
置
く
。

戸
口
に
は
、
香
り
の
良
い
ウ
イ
タ
ー
ニ
（
ハ
イ
ネ
ズ
）
の
枝
が
置
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
が
オ
ケ
ン
の
上
に
も
置
か
れ
る
。
化
物
が
近
づ
く
と
、
オ
ケ
ン
が

動
き
出
し
、
集
落
か
ら
化
物
を
追
い
出
す
。
口
承
文
芸
に
お
い
て
、
オ
ケ
ン

が
村
を
襲
い
に
来
た
化
物
（
ウ
ン
カ
ヨ
ㇹ
《
人
食
い
オ
ヤ
シ
》）
を
追
い
払

お
う
と
活
躍
す
る
様
子
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

人
喰
い
オ
ヤ
シ
が
浜
か
ら
の
道
に
沿
っ
て
上
っ
て
き
た
の
で
、
子
犬
の

頭
骨
た
ち
も
一
斉
に
大
声
で
吠
え
た
て
、
ス
ゲ
の
束
は
体
を
揺
ら
し
て

揺
ら
し
て
踊
っ
て
踊
っ
た
、
例
の
オ
ケ
ン
（
木
偶
）
た
ち
が
踊
り
、
刀

を
振
り
回
し
て
踊
り
、
一
生
懸
命
だ
っ
た
と
さ
。
そ
し
て
、
子
犬
の
頭

骨
も
大
声
で
ワ
ン
ワ
ン
吠
え
て
、
ス
ゲ
の
束
も
一
斉
に
足
を
踏
み
鳴
ら

し
て
踊
っ
て
、
転
げ
ま
わ
る
よ
う
に
、
み
ん
な
一
生
懸
命
だ
っ
た
と）

28
（

。
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そ
れ
を
見
た
人
食
い
オ
ヤ
シ
た
ち
は
舟
に
乗
っ
て
沖
へ
行
き
、
自
分
た
ち

の
国
へ
帰
っ
た
と
い
う
。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
〇
四
〜
五
年
に

サ
ハ
リ
ン
島
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
た
際
、
病
魔
を
追
い
払
う
べ
く

こ
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、疱
瘡
に
罹
患
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、

効
果
が
あ
る
の
は
月
経
血
で
、
そ
れ
を
疱
瘡
が
原
因
で
で
き
た
皮
膚
の
ブ
ツ

ブ
ツ
に
塗
り
つ
け
る
。
月
経
血
の
不
快
な
臭
い
が
病
魔
を
追
い
払
う
の
だ
と

さ
れ
る
。
ま
た
、
赤
い
ミ
ズ
ゴ
ケ
が
代
用
さ
れ
う
る
の
は
、
色
が
月
経
の
血

と
似
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
夏
に
は
新
鮮
な
も
の
、
冬
に
は
乾
燥
さ
せ
た

も
の
を
茹
で
て
罹
患
者
の
体
に
押
し
付
け
る
。
ま
た
、
疱
瘡
に
伴
う
高
熱
で

胃
が
焼
け
て
し
ま
う
の
で
、
水
を
で
き
る
か
ぎ
り
飲
む
よ
う
に
す
る）

29
（

。

終
わ
り
に

以
上
、
樺
太
ア
イ
ヌ
が
伝
統
的
に
流
行
病
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

た
の
か
に
関
し
て
、
口
承
文
芸
の
事
例
も
交
え
て
検
討
し
た
。
樺
太
ア
イ

ヌ
の
流
行
病
に
関
す
る
伝
承
の
記
録
が
多
く
な
い
た
め
、
他
の
グ
ル
ー
プ

の
ア
イ
ヌ
と
の
認
識
の
差
異
な
ど
不
明
な
点
は
数
多
く
残
る
。
非
常
に
限

定
さ
れ
た
数
の
伝
承
か
ら
で
あ
り
問
題
は
残
る
が
、
悪
意
あ
る
シ
ャ
ー
マ

ン
に
よ
っ
て
病
気
が
流
行
す
る
と
い
う
語
り
が
樺
太
に
は
存
在
す
る
こ
と
、

ま
た
、
樺
太
の
内
部
で
も
、
シ
カ
ト
ロ
・
チ
カ
ㇵ
（
西
南
部
）
〜
シ
カ
タ

ロ
・
カ
ム
イ
（
北
西
部
）
に
関
す
る
語
り
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
外
の
点
に
関
し
て
、
北
海
道
を
は
じ
め
と

し
た
地
域
と
も
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
流
行
病
の
際
に
病
魔

を
滅
ぼ
す
の
で
は
な
く
、
病
魔
の
嫌
う
も
の
（
臭
気
の
強
い
植
物
な
ど
）

を
用
い
て
、
遠
ざ
け
る
と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
の
際
、
臭
い
の
す
る
植
物
、
木
偶
（
北
海
道
で
は
イ
モ
ㇱ
ノ
ヤ
な
ど
と

呼
ば
れ
る
ヨ
モ
ギ
の
草
人
形
）
を
用
い
る
点
な
ど
似
た
部
分
も
多
い
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
今
後
、
資
料
の
整
理
な
ど
に
よ
っ
て
新
た
な
伝
承
が
見

つ
か
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

注（
1
） 

和
田
文
治
郎
「
樺
太
ア
イ
ヌ
の
『
な
ぐ
し
』
物
語
―
樺
太
ア
イ
ヌ
の
治

病
術
―
」『
樺
太
時
報
』
第
五
〇
号　
一
九
四
一

（
2
） D

obrotvorskij, Ainsko-Russkij Slovar'. 1875, K
azan'.

（
以
下
、

ド
ブ
ロ
ト
ヴ
ォ
ル
ス
キ
ー
『
ア
イ
ヌ
語
ロ
シ
ア
語
辞
典
』）
三
三
頁
。

（
3
） 

ド
ブ
ロ
ト
ヴ
ォ
ル
ス
キ
ー
『
ア
イ
ヌ
語
ロ
シ
ア
語
辞
典
』
三
三
頁
。
な

お
、天
然
痘
（
疱
瘡
）
は
ア
イ
ヌ
語
で
ホ
ー
ソ
ー
も
し
く
は
ホ
ー
ソ
ー・

イ
コ
ニ
（
疱
瘡
の
病
気
）
で
あ
る
と
い
う
（『
ア
イ
ヌ
語
ロ
シ
ア
語
辞

典
』
四
〇
三
頁
）。

（
4
） 

東
俊
佑
「
幕
末
の
サ
ン
タ
ン
交
易
に
つ
い
て
」『
北
方
の
資
源
を
め
ぐ

る
先
住
者
と
移
住
者
の
近
現
代
史
：
北
方
文
化
共
同
研
究
報
告
』

二
〇
一
〇　
北
海
道
開
拓
記
念
館　
二
二
二
頁
。
な
お
、
北
西
海
岸
の

ア
イ
ヌ
で
は
、
妊
婦
を
隔
離
さ
れ
た
場
所
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
こ
の
よ
う
な
抜
本
的
な
措
置
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う

（O
hnuki-Tierney, Em

iko, Illness and H
ealing am

ong the 
Sakhalin Ainu. 1981, O

xford U
niversity Press. 

六
五
頁
）。

（
5
） 

当
事
者
に
よ
る
記
録
と
し
て
、
千
徳
太
郎
治
『
樺
太
ア
イ
ヌ
叢
話
』

一
九
二
九　
市
光
堂　
三
七
〜
四
一
頁
、
山
邊
安
之
助
著
、
金
田
一
京

助
編
『
あ
い
ぬ
物
語
』
一
九
一
三　
博
文
館　
三
九
〜
四
〇
頁
が
あ
る
。

（
6
） 

樺
太
ア
イ
ヌ
史
研
究
会
編
『
対
雁
の
碑
』
一
九
九
二　
北
海
道
出
版
企

画
セ
ン
タ
ー　
二
五
頁
。

（
7
） 

ピ
ウ
ス
ツ
キ
「
樺
太
ア
イ
ヌ
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」（
和
田
完
訳
）
高

倉
浩
樹
監
修
、
井
上
紘
一
訳
編
・
解
説
『
ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ
・
ピ
ウ
ス
ツ

キ
の
サ
ハ
リ
ン
民
族
誌
』
二
〇
一
八　
東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ

ン
タ
ー
﹇http://hdl.handle.net/10097/00123171

﹈
二
九
七
頁
。

（
8
） 

例
え
ば
、O

hnuki-Tierney, Em
iko, A N

orthw
est Coast Sakhalin 

A
inu W

orld V
iew. 1968, Ph.D

. dissertation, D
epartm

ent of 
A

nthropology, U
niversity of W

isconsin, M
adison. 

四
九
頁
。
ほ

か
に
、
ウ
ェ
ン
ル
エ
サ
ン
（
日
本
領
時
代
の
宇
遠
）
で
は
、
日
露
戦
争

前
に
疱
瘡
が
流
行
し
た
と
い
う
（
服
部
四
郎
「
カ
ラ
フ
ト
西
海
岸
北
部

地
名
の
共
時
論
的
研
究
」『
樺
太
ア
イ
ヌ
地
名
小
辞
典
』
一
九
六
九　

み
や
ま
書
房　
二
九
頁
）。

（
9
） O

hnuki-Tierney, Illness and H
ealing am

ong the Sakhalin 
Ainu. 

六
三
頁
参
照
。
そ
の
原
因
と
な
る
オ
ヤ
シ
は
ウ
ェ
ン
・
カ
ム
イ

（
悪
し
き
神
）、
ウ
ェ
ン
・
ア
ラ
カ
・
カ
ム
イ
（
悪
疫
の
神
）、
ま
た
は

ウ
ェ
ン
・
カ
ミ
ア
シ
ン
（
悪
し
き
魔
物
）
と
呼
ば
れ
る
。「
カ
ム
イ

（
神
）」
と
言
及
さ
れ
る
の
は
、
人
間
へ
の
破
壊
的
な
攻
撃
を
防
ぐ
た
め

に
、
病
魔
を
恭
し
く
扱
っ
て
の
こ
と
で
、
よ
り
露
骨
な
表
現
を
用
い
れ

ば
、
ウ
ェ
ン
・
オ
ヤ
シ
（
悪
し
き
化
物
）、
オ
ン
ケ
・
オ
ヤ
シ
（
咳
の

化
物
＝
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）
と
な
る
（
同
書
二
一
九
頁
）。

（
10
） 

ピ
ウ
ス
ツ
キ
「
樺
太
ア
イ
ヌ
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」（
和
田
完
訳
）

二
九
七
頁
（
注
七
参
照
）。

（
11
） 

な
お
、
ほ
か
の
「
神
様
」
に
よ
る
襲
撃
に
つ
い
て
は
、
ニ
ヴ
フ
の
伝
説

で
あ
る
が
、
中
村
チ
ヨ
口
述
、
村
崎
恭
子
編
、
ロ
バ
ー
ト
・
ア
ウ
ス
テ

ル
リ
ッ
ツ
採
録
・
著
『
ギ
リ
ヤ
ー
ク
の
昔
話
』
一
九
九
二　
北
海
道
出

版
企
画
セ
ン
タ
ー　
一
七
四
〜
一
七
八
頁
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

山
本
祐
弘
『
北
方
自
然
民
族
民
話
集
成
』
一
九
六
八　

相
模
書
房　

一
二
三
〜
一
三
四
頁
。

（
13
） Carl, Etter, Ainu Folklore: Traditions and C

ulture of the 
Vanishing Aborigines of Japan. 1949, W

ilcox &
 Follett. 

一
三
九
頁
。
日
本
語
訳
は
拙
著
「
樺
太
ア
イ
ヌ
の
オ
イ
ナ
―
Ｂ
・
ピ
ウ

ス
ツ
キ
と
Ｃ
・
エ
ッ
タ
ー
に
よ
る
英
訳
テ
キ
ス
ト
―
」『
北
海
道
民
族

学
』
第
一
五
号
に
収
録
。

（
14
） O

hnuki-Tierney, Em
iko, Sakhalin A

inu F
olklore. 1969, 

A
m

erican A
nthropological A

ssociation.  

第
八
話
。

（
15
） 

和
田
文
治
郎
「
ア
イ
ヌ
の
治
療
」『
日
本
医
事
新
報
』
一
七
二
二
号　

一
九
五
七　
六
〇
頁
。
似
た
例
は
知
里
真
志
保
『
分
類
ア
イ
ヌ
語
辞
典 

人
間
篇
』一
九
五
四　
日
本
常
民
文
化
研
究
所　
一
三
四
〜
一
三
六
頁
。

（
16
） 

知
里
真
志
保
『
分
類
ア
イ
ヌ
語
辞
典 

動
物
篇
』
一
九
六
二　
日
本
常
民

文
化
研
究
所　
二
一
九
頁
。

（
17
） O

hnuki-Tierney, Illness and H
ealing am

ong the Sakhalin 
Ainu. 

二
二
〇
頁
。
和
田
完
氏
は
北
西
海
岸
出
身
の
同
じ
話
者
か
ら
、

「
熊
、
犬
、
鳥
等
、
特
にsikator-cikah

（
シ
カ
ト
ル
鳥
。
こ
の
鳥
は
病

気
、
災
害
を
及
ぼ
す
も
の
で
、
疱
瘡
神pakoro-kam

uj

と
も
考
え
ら
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れ
て
い
る
）
の
形
を
刻
む
と
、そ
の
像
が
化
物
と
な
っ
て
何
代
も
祟
り
、

人
を
殺
す
か
ら
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
和
田
完
『
サ
ハ
リ
ン
・
ア

イ
ヌ
の
熊
祭
』
一
九
九
九　
第
一
書
房　
九
三
頁
）
と
い
う
証
言
を
得

て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
カ
ッ
コ
で
補
わ
れ
たsikator-cikah

の
解
説

は
、
他
の
地
域
の
情
報
と
混
同
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
18
） 

北
海
道
開
拓
記
念
館
編
『
民
族
調
査
報
告
書
』
二　
一
九
七
三　
三
〇
頁
。

（
19
） 

ト
ン
コ
リ
を
演
奏
す
る
こ
と
で
、
村
を
襲
い
に
来
た
夜
盗
を
眠
ら
せ
、
魔

神
を
追
う
力
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
（
更
科
源
蔵
『
歴
史
と
民
俗 

ア
イ
ヌ
』

一
九
六
八　
社
会
思
想
社　
一
六
七
頁
）、
楽
器
そ
の
も
の
で
は
な
く
（
ト

ン
コ
リ
が
シ
ャ
ー
マ
ン
の
祭
具
で
あ
る
と
い
う
説
に
は
根
拠
が
な
い
）、

そ
の
音
、
若
し
く
は
特
定
の
曲
に
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
20
） 

た
だ
し
、
世
界
の
初
め
に
い
た
一
つ
目
の
巨
大
な
化
物
夫
婦
は
、
守
護

神
の
助
力
の
も
と
、少
年
英
雄
（
文
化
英
雄
ヤ
イ
レ
ス
ー
ポ
だ
と
い
う
）

に
よ
っ
て
退
治
さ
れ
る
。
参
考
：O

hnuki-Tierney, Sakhalin Ainu 
Folklore. 

第
一
話
、
村
崎
恭
子
『
カ
ラ
フ
ト
ア
イ
ヌ
語
』
一
九
七
六　

国
書
刊
行
会　
昔
話
一
一
話
。
そ
の
ほ
か
、
文
化
英
雄
（
ヤ
イ
レ
ス
ー

ポ
）
が
守
護
神
（
チ
リ
キ
ヤ
ン
ク
ㇷ
）
の
指
示
を
受
け
て
化
物
を
退
治

し
、
抹
消
す
る
話
も
あ
る
（O

hnuki-Tierney, Sakhalin Ainu 
Folklore. 

第
一
〜
三
話
）。

（
21
） 

シ
カ
タ
ロ
・
キ
ナ
は
、
お
そ
ら
く
ア
リ
ウ
ム
科
の
植
物
で
、
踏
む
と
青
く

な
る
と
さ
れ
る
白
い
鈴
状
の
花
を
つ
け
る
（O

hnuki-Tierney, Illness 
and H

ealings am
ong the Sakhalin Ainu. 

二
一
九
頁
）。

（
22
） 

以
上
、O

hnuki-Tierney, Illness and H
ealings am

ong the Sakhalin 
Ainu. 

六
三
〜
四
頁
。

（
23
） 

久
保
寺
・
知
里
「
ア
イ
ヌ
の
疱
瘡
神
『
パ
コ
ロ
・
カ
ム
イ
』
に
就
い
て
」

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
カ
ト
ㇿ
ケ
（
北
海
道
方
言
形
）
が
シ

「
糞
」
カ
ッ
「
形
」
オ
ㇿ
ケ
「
と
こ
ろ
」
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
、
疱

瘡
の
跡
を
シ
カ
ッ
「（
鳥
の
）
糞
の
形
」
と
言
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る

と
思
わ
れ
る
。

（
24
） 

知
里
真
志
保
『
分
類
ア
イ
ヌ
語
辞
典 

植
物
篇
』
一
九
四
頁
。

（
25
） 

病
気
が
流
行
す
る
時
に
は
、
樺
太
で
も
猛
烈
な
臭
気
を
有
す
る
ギ
ョ
ウ

ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
を
家
の
戸
口
や
窓
口
に
吊
し
た
り
、
枕
の
中
に
詰
め
た

り
し
た
（
知
里
真
志
保
『
分
類
ア
イ
ヌ
語
辞
典 

植
物
篇
』
二
七
八
頁
）。

（
26
） 

よ
り
詳
し
く
は
和
田
完
『
サ
ハ
リ
ン
・
ア
イ
ヌ
の
熊
祭
』
一
九
五
九　

第
一
書
房　
三
二
頁
参
照
。

（
27
） O

hnuki-Tierney, Illness and H
ealings am

ong the Sakhalin 
Ainu. 

六
四
〜
六
五
頁
。

（
28
） O

hnuki-Tierney, Sakhalin Ainu Folklore. 

第
二
話
の
ア
イ
ヌ
語

原
文
よ
り
該
当
箇
所
を
筆
者
が
翻
訳
。

（
29
） O

hnuki-Tierney, Illness and H
ealing am

ong the Sakhalin 
Ainu. 

六
五
頁
。

付
記本

稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
特
別
研
究
員
奨
励
費
（
課
題
番
号

20J11234

）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
（ 
さ
か
ぐ
ち
・
り
ょ
う
／
千
葉
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
日
本
学
術

振
興
会
特
別
研
究
員
）

【
緊
急
特
集
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
と
口
承
文
芸
研
究
】

韓
国
の
巫
歌
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」（
손
님
굿
）

　

 

―
天
然
痘
の
神
を
ま
つ
る
儀
礼
／
別
神
ク
ッ
・
江
陵
端
午
ク
ッ
―

邊　
　
恩　
田

は
じ
め
に

二
〇
二
〇
年
の
三
月
こ
ろ
よ
り
こ
の
か
た
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症 CO

V
ID

―19

」
が
世
界
的
な
大
流
行
と
な
り
、
非
常
に
多
く
の
人
が

苦
し
み
、
そ
し
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
脅
威
に
直
面
し
、
忘
れ
さ
っ
て
い
た
「
天
然
痘
（
疱
瘡
）」
の
こ
と

が
思
い
出
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
か
つ
て
二
〇
〇
二
年
六
月
に
韓
国
の

江
陵
市
の
「
江
陵
端
午
祭
」
で
見
た
巫
の
儀
礼
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
が
、

伝
染
病
の
天
然
痘
に
か
か
わ
る
内
容
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
天

然
痘
と
い
う
病
気
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
巫
に
よ
る
儀
礼
が
実
際
に
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
た
。

筆
者
は
、
五
月
に
連
絡
が
あ
っ
た
日
本
口
承
文
芸
学
会
の
企
画
を
き
っ

か
け
に
、
こ
の
儀
礼
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
詳
し
く
調
べ
な
お
す
こ
と
に

し
た
。
口
承
文
芸
は
〝
現
実
〞
の
な
か
で
い
か
に
し
て
生
ま
れ
、
ど
の
よ

う
な
役
割
を
は
た
す
の
か
、
そ
し
て
ど
う
伝
承
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う

問
題
が
、
い
ま
起
き
て
い
る
感
染
症
の
大
流
行
の
な
か
で
生
々
し
く
筆
者

に
せ
ま
っ
て
き
た
。
急
ぎ
ま
と
め
た
の
が
こ
の
小
稿
で
あ
る
。

１　
天
然
痘

過
去
、
人
類
が
も
っ
と
も
恐
れ
た
伝
染
病
の
一
つ
が
天
然
痘
で
あ
っ
た

と
い
う
。
筆
者
の
体
験
を
い
え
ば
、
小
学
生
の
と
き
に
「
種
痘
（
し
ゅ
と

う
）」
の
予
防
接
種
を
受
け
て
い
た
。
当
時
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
伝
染
病

を
「
ほ
う
そ
う
」（
疱
瘡
）
と
呼
び
、「
ほ
う
そ
う
に
か
か
る
」
と
表
現
し
、

か
か
っ
て
は
い
け
な
い
病
気
だ
と
い
う
認
識
を
強
く
も
っ
て
い
た
が
、
そ

の
注
射
の
丸
い
痕
が
、
筆
者
の
左
腕
に
今
も
は
っ
き
り
残
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
一
九
七
六
年
以
降
に
生
ま
れ
た
人
た
ち
に
は
、
そ
の
予
防
接
種
の

痕
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
年
か
ら
、
日
本
で
「
種
痘
」
は
実
施
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
「
国
立
感
染
症
研
究
所
（N

IID

））
1
（

」
に
よ
れ
ば
、「
天
然
痘
（
痘と
う

瘡そ
う

）」
は
「
紀
元
前
よ
り
、
伝
染
力
が
非
常
に
強
く
死
に
至
る
疫
病 

と
し


