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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
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て
人
々
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
い
た
」
と
解
説
し
、
た
と
え
ば
一
七
七
〇
年
イ

ン
ド
の
大
流
行
で
は
三
〇
〇
万
も
の
人
が
死
亡
し
、
英
国
で
は
一
七
九
六

年
に
四
万
五
〇
〇
〇
人
が
天
然
痘
で
命
を
失
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
の

年
に
ジ
ェ
ン
ナ
ー
（Edw

ard Jenner

）
が
予
防
法
の
「
種
痘
」
を
発
明
し

た
の
で
、
そ
の
普
及
に
よ
っ
て
世
界
に
お
け
る
天
然
痘
の
発
生
数
は
減
少

し
て
い
っ
た
が
、
な
お
一
九
五
八
年
の
時
点
で
も
、
世
界
三
十
三
カ
国
で

の
発
生
数
が
約
二
〇
〇
〇
万
人
、
死
亡
数
は
四
〇
〇
万
人
と
推
計
さ
れ
た

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
威
力
の
ほ
ど
が
わ
か
る
。
日
本
で
は
、
明

治
年
間
に
、
二
〜
七
万
人
患
者
数
の
流
行
（
死
亡
者
数
五
〇
〇
〇
〜
二
万

人
）
が
六
回
発
生
し
、
第
二
次
大
戦
後
の
一
九
四
六
年
に
は
約
三
〇
〇
〇

人
が
死
亡
し
た
と
い
う
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
普
及
し
一
九
五
六
年
以
降
に

は
日
本
国
内
で
の
発
生
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。

そ
し
て
よ
う
や
く
一
九
八
〇
年
五
月
に
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
世
界
保
健
機
関
は
、

天
然
痘
の
世
界
根
絶
を
宣
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
わ
ず
か
な
事
例
だ
け
で
も
天
然
痘
が
非
常
に
恐
れ
ら
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
感
染
力
が
強
く
致
死
率

も
非
常
に
高
く
、
失
明
や
身
体
に
不
具
が
残
る
な
ど
の
後
遺
症
を
も
た
ら

し
、
特
に
幼
い
子
ど
も
に
発
症
が
多
い
こ
と
に
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
感
染
す
る
と
体
中
に
発
疹
と
水
疱
が
出

る
が
、
特
に
〝
顔
〞
に
多
く
出
て
、
膿
ん
だ
あ
と
の
か
さ
ぶ
た
が
取
れ
る

と
、
く
ぼ
ん
だ
痘
痕
（
あ
ば
た
）
が
残
る
た
め
、
一
目
で
天
然
痘
に
か
か
っ

た
と
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
筆
者
や
そ
れ
以
前
の
世
代
は
、「
あ
ば
た

も
え
く
ぼ
」
と
い
う
日
本
の
こ
と
わ
ざ
の
「
あ
ば
た
」
を
実
際
に
見
て
い

る
の
で
、
天
然
痘
が
治
癒
後
に
も
社
会
的
な
偏
見
や
差
別
で
人
び
と
を
苦

し
め
た
病
気
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。と
り
わ
け
娘
を
も
つ
親
に
と
っ

て
は
、
家
庭
内
に
入
っ
て
ほ
し
く
な
い
病
気
で
あ
っ
た
の
だ
。

か
つ
て
医
学
の
発
達
が
及
ば
ず
予
防
接
種
が
な
か
っ
た
そ
の
長
い
歴
史

の
な
か
で
、
人
び
と
は
こ
の
恐
ろ
し
い
天
然
痘
を
ど
う
捉
え
、
ど
の
よ
う

に
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
韓
国
（
朝
鮮
半
島
）
に
お
け
る
「
天
然
痘
」
に
か
か
わ
る
巫

の
儀
礼
を
紹
介
し
、
口
承
文
芸
（
韓
国
で
は
「
口
碑
文
学
」）
の
視
点
か
ら

考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

２　
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」（
ᫀ
ఈ
گ
）

韓
国
に
お
い
て
、
天
然
痘
が
登
場
す
る
巫
儀
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が

「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」（
손
님
굿
）
で
あ
る
。
歴
史
あ
る
儀
礼
で
あ
っ
て
、
現

在
も
各
地
で
伝
承
が
引
き
つ
が
れ
て
い
る
。
こ
の
名
称
は
、
二
つ
の
ジ
ャ

ン
ル
に
ま
た
が
る
語
で
あ
っ
て
、
巫
が
執
り
行
う
儀
礼
の
名
称
「
ソ
ン
ニ

ム
ク
ッ
」
を
さ
し
、
ま
た
そ
の
儀
礼
で
口
演
さ
れ
る
巫
歌
の
「
ソ
ン
ニ
ム

ク
ッ
」
を
も
さ
す
。
巫
歌
の
方
は
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ン
ノ
レ
」（
ノ
レ
は
歌
）

と
も
呼
ば
れ
る
。

こ
の
儀
礼
、
巫
歌
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
見
る
に
さ
き
が
け
、
現
在

の
韓
国
の
「
巫
」
に
つ
い
て
、
ご
く
基
本
的
な
事
項
だ
け
を
ま
ず
確
認
し

て
お
き
た
い
。

朝
鮮
半
島
に
お
い
て
儀
礼
を
執
り
行
う
「
巫
」
は
、ム
ー
ダ
ン
（
무
당
）、

タ
ン
ゴ
ル
（
당
골
）、
シ
ム
バ
ン
（
심
방
）、
そ
し
て
尊
称
の
意
味
を
も
つ

マ
ン
シ
ン
（
만
신
）、
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
巫
は
、
司
祭
者
・
巫

医
・
予
言
者
と
い
う
お
よ
そ
三
種
類
の
役
割
・
機
能
を
は
た
す
と
指
摘
で

き
る
。

こ
れ
ら
の
巫
が
執
り
行
う
本
格
的
な
儀
礼
を
「
ク
ッ
」（
굿
）
と
い
う
。

ク
ッ
は
、
そ
の
目
的
と
内
容
か
ら
、
祈
福
祭
・
治
病
祭
・
死
霊
祭
の
大
き

く
三
分
類
で
き
る
が
、
福
を
祈
り
、
病
気
を
治
し
、
死
霊
を
ま
つ
る
儀
礼

で
あ
っ
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
巫
」
は
、
人
の
誕
生
（
出
産
も
含
む
）
か

ら
死
ま
で
の
一
生
と
、
さ
ら
に
死
後
を
も
管
掌
す
る
存
在
で
あ
る
と
言
え

る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
韓
国
と
日
本
に
お
い
て
巫
の
儀
礼
を
多
く
見
て
き
た
経
験
か

ら
、
朝
鮮
半
島
の
「
巫
」
は
、
人
の
生
と
死
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

と
苦
し
み
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
、〈
寿
福
〉
を
人
び
と
に
も
た
ら
そ
う
と
す
る

専
門
的
職
能
者
で
あ
る
と
、
実
感
し
理
解
し
て
い
る
。

さ
て
、
治
病
祭
の
一
つ
が
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
で
あ
る
。
本
来
、
天
然

痘
の
患
者
が
い
る
個
人
の
家
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
地
域

共
同
体
に
お
い
て
も
、
感
染
者
が
出
た
場
合
や
、
疫
病
予
防
を
祈
願
し
て

行
わ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
韓
国
の
東
海
岸
地
域
（
釡プ
サ
ン山

か
ら
江カ
ン
ヌ
ン陵

に
至
る
一
帯
）
の

多
く
の
共
同
体
で
、
数
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
「
ピ
ョ
ル
シ
ン
ク
ッ
」（
별
신

굿
　
別
神
ク
ッ
「
マ
ウ
ル
ク
ッ
」
と
も
い
う
）
は
、
共
同
体
の
安
寧
と
豊

饒
を
祈
願
す
る
祭
儀
で
あ
り
、
そ
の
中
に
も
置
か
れ
て
い
る
。

ま
た
各
地
の
歴
史
あ
る
祭
儀
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
代
表
と
な

江陵端午クッの一場面　2002.6.15　筆者撮影
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る
の
が
江
原
道
江
陵
市
の
「
江カ
ン
ヌ
ン
タ
ノ
ジ
ェ

陵
端
午
祭
」
）
2
（

で
あ
る
。
こ
の
祭
り
の
中
心

に
位
置
す
る
「
タ
ノ
ク
ッ
」（
단
오
굿　
端
午
ク
ッ
）
は
、
三
〇
名
前
後
か

ら
な
る
タ
ン
ゴ
ル
巫
と
楽
士
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
る
儀
礼
で
、
そ
の
一

つ
の
祭
次
に
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
が
配
さ
れ
て
い
る
。

３　
〝
天
然
痘
〞の
名
称 

―
人
び
と
は
ど
う
呼
ん
だ
の
か
？
―

予
防
医
学
が
発
達
す
る
以
前
、
病
気
は
、
鬼
や
悪
霊
、
神
霊
の
怒
り
、

た
た
り
な
ど
と
関
連
づ
け
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、「
ソ
ン
ニ

ム
ク
ッ
」
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

結
論
を
こ
こ
で
先
に
言
え
ば
、「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
は
、
天
然
痘
に
か
か

ら
せ
る
存
在
を
〝
外
界
か
ら
や
っ
て
来
る
客
〞
と
捉
え
、〝
神
〞
と
捉
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

天
然
痘
が
朝
鮮
半
島
で
歴
史
的
に
ど
う
呼
ば
れ
て
い
た
か
、
ま
ず
そ
の

呼
称
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
で
確
認
し
よ
う
。

（
１
）
痘
瘡
（

╭  

ト
ゥ
チ
ャ
ン
）

朝
鮮
王
朝
時
代
の
文
献
記
録
を
見
れ
ば
、
こ
の
病
気
を
「
痘
瘡
」
あ
る

い
は
「
痘ト
ウ
ジ
ン疹」
と
い
う
漢
字
で
表
記
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。「
痘
瘡
」

の
「
痘
」
の
字
は
、
発
疹
・
で
き
も
の
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
発
疹
・

で
き
も
の
が
出
る
病
気
と
い
う
意
味
に
な
る
。

天
然
痘
の
症
状
が
、
顔
や
体
に
出
て
く
る
発
疹
・
で
き
も
の
が
「
豆
」

に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
痘
」
の
字
を
つ
か
っ
て
「
痘
疹
」
と
名
付
け
ら

れ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
治
癒
し
た
あ
と
の
痘
痕
（
あ
ば
た
）
も
、
ほ

ぼ
そ
の
大
き
さ
で
皮
膚
に
残
る
こ
と
に
な
る
。

同
じ
よ
う
に
発
疹
が
出
る
伝
染
病
が
「
は
し
か
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
発
疹
は
小
さ
い
も
の
で
、「
麻
」
の
種
に
似
る
こ
と
か
ら
「
麻
疹
」
の

名
が
つ
い
た
と
さ
れ
る
。
民
間
で
は
、「
紅
疹
」（
홍
진
、
ホ
ン
ジ
ン
）
と

い
う
呼
び
名
の
方
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
発
疹
の
色
が
紅
色
で

あ
る
こ
と
か
ら
付
い
た
名
で
あ
る
。
ま
た
症
状
を
見
る
と
、
麻
疹
（
は
し

か
）
で
は
、
発
疹
が
顔
面
よ
り
も
体
に
多
く
出
る
し
、
何
よ
り
も
治
癒
後

に
〝
痕
〞
な
ど
は
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。
痘
瘡
（
天
然
痘
）
の
方
が
麻
疹

よ
り
は
る
か
に
強
く
恐
れ
ら
れ
た
理
由
が
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
。

な
お
天
然
痘
が
撲
滅
さ
れ
て
以
降
は
、「
痘
瘡
」
の
語
に
麻
疹
も
含
め
て

使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
２
）「
ソ
ン
ニ
ム
」
―
外
来
の
〝
客
〞
で
あ
り
〝
神
〞
で
あ
る
―

こ
の
恐
れ
ら
れ
た
痘
瘡
（
天
然
痘
）
を
も
た
ら
す
の
は
い
っ
た
い
何
者

な
の
か
。
現
在
で
は
、
そ
れ
を
ウ
イ
ル
ス
（virus

）
で
あ
る
と
医
学
的
に

認
識
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
朝
鮮
王
朝
時
代
に
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い

た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
答
え
は
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
の
「
ソ
ン
ニ
ム
」
の
語
に
あ
る
。「
ソ

ン
」
は
「
客
」
を
意
味
し
、「
ニ
ム
」
は
「
さ
ま
」
に
あ
た
る
尊
称
で
、「
ソ

ン
ニ
ム
」
を
直
訳
す
れ
ば
「
お
客
さ
ま
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
客

で
は
な
く
〝
神
〞
だ
と
い
う
。

巫
歌
の
原
文
を
見
よ
う
。
こ
れ
ま
で
報
告
の
あ
っ
た
採
録
本
の
な
か
で

最
も
古
い
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
に
は
、（
筆
者
日
本
語
訳
。
以
下
同
）

む
か
し
む
か
し
、
は
る
か
に
む
か
し
…
…

江
南
の
大
ハ
ン
国
の
、
善
き
明
神
の
ソ
ン
ニ
ム
は
、
有
名
で
あ
り
、

明
鑑
で
あ
る

座
っ
て
も
三
千
里
を
見
わ
た
さ
れ

立
っ
て
も
三
千
里
を
見
わ
た
さ
れ
る

わ
が
朝
鮮
国
は
、
人
が
善
い
と
お
聞
き
に
な
り
、
食
べ
物
も
良
い
と

お
聞
き
に
な
っ
て

そ
れ
は
い
い
と
お
聞
き
に
な
っ
て
、
わ
が
朝
鮮
国
へ
来
ら
れ
る
と
き）

3
（

と
あ
り
、
本
縁
語
り
の
な
か
で
「
明
神
」
だ
と
し
、
遠
く
江
南
の
国
か
ら

朝
鮮
国
へ
と
や
っ
て
来
た
〝
客
神
〞
と
し
、
そ
の
道
行
を
語
っ
て
い
る
。

（
３
）
マ
ー
マ
（
ዸ
ዸ
）

さ
て
、
も
う
一
つ
の
名
称
が
「
マ
ー
マ
」
で
あ
る
。
民
間
で
は
、
こ
の

「
マ
ー
マ
」
の
方
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。「
マ
ー
マ
」
に
漢
字
の
「
媽
媽
」

を
あ
て
て
は
い
る
が
、
固
有
の
朝
鮮
語
で
あ
る
。
も
と
も
と
王
や
王
族
た

ち
の
称
号
に
付
け
て
尊
待
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
は
身
分
の

高
い
女
性
に
つ
け
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
ソ
ン
ニ
ム
に
尊
称
の
マ
ー
マ
を

つ
け
「
ソ
ン
ニ
ム
マ
ー
マ
」
と
丁
重
に
呼
ぶ
が
、
略
し
て
「
マ
ー
マ
」
だ

け
で
も
、
天
然
痘
の
神
「
痘
神
」
を
さ
す
語
と
な
っ
て
い
る
。

悪
病
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丁
重
さ
と
崇
仰
を
も
っ
て
呼
称
し
て

い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
天
然
痘
を
非
常
に
恐
れ
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
突
然
や
っ
て
き
て
人
び
と
を
死
に
至
ら
し
め
、
痕
（
あ
ば
た
）

を
残
す
疫
病
で
あ
る
。決
し
て
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
強
か
っ

た
か
ら
と
理
解
で
き
る
。

（
４
）
胡
鬼
、
戸
口
（
⽨
ڜ
　
ホ
グ
）

し
か
し
な
が
ら
、や
は
り
「
鬼
」
と
す
る
呼
称
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
胡

鬼
」
で
あ
る
。

こ
の
儀
礼
の
名
称
は
、
地
方
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
先
述
し

た
江
陵
や
東
海
岸
地
域
の
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
以
外
に
、　
湖
南
（
全
羅
南

北
道
）
地
域
で
は
「
ソ
ン
ク
ッ
」、済
州
島
で
は
「
マ
ヌ
ラ
拝ペ
ソ
ン送
ク
ッ
」（
마

누
라
배
송
굿
）
と
呼
び
、
そ
し
て
、
ソ
ウ
ル
お
よ
び
中
部
地
域
で
は
「
ホ

グ
コ
リ
」（
호
구
거
리
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
「
ホ
グ
」
に
は
、
漢
字
の
「
胡
鬼
」
や
「
戸
口
」
が
あ
て
ら
れ
て

い
る
が
、「
戸
口
」
の
字
に
読
み
と
れ
る
意
味
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。「
戸

口
」
の
字
に
は
、
家
々
ご
と
に
戸
口
か
ら
入
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
が
読

み
と
れ
、
つ
ま
り
は
伝
染
す
る
病
気
、
外
界
か
ら
や
っ
て
く
る
病
気
、
と

い
う
認
識
が
表
わ
れ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

そ
し
て
、
や
っ
て
来
る
の
が
「
神
」
で
は
な
く
〝
鬼
〞
だ
と
明
瞭
に
示

し
た
の
が
「
胡
鬼
」
で
あ
る
。「
胡
」
と
い
う
漢
字
は
、
中
国
大
陸
の
北
方

や
西
方
の
異
民
族
を
さ
す
語
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
未
開
民
族
と
見
る

若
干
の
蔑
視
の
意
味
を
含
む
と
い
う
一
般
の
理
解
に
て
ら
せ
ば
、
外
界
か

ら
侵
入
し
て
く
る
〝
鬼
〞
が
も
た
ら
す
病
気
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
上
掲
し
た
呼
称
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
呪
術
的
な
名
で
あ

り
、
本
来
的
な
も
の
と
い
え
る
。
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４　
「
ソ
ン
ニ
ム
」
を
ど
う
迎
え
る
の
か
―
歓
待
か
、
冷
遇
か

さ
て
、
巫
歌
が
語
る
神
話
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
。

本
稿
が
重
要
視
し
た
い
の
は
、
朝
鮮
国
に
や
っ
て
来
た
「
ソ
ン
ニ
ム
」

に
対
し
、
人
び
と
が
ど
う
接
し
ど
う
応
対
し
た
の
か
、
そ
の
結
果
は
ど
う

で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

ソ
ン
ニ
ム
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
物
、「
船ト
サ
ゴ
ン頭」「
ノ
グ
婆ハ
ル
メ
さ
ん
」「
金キ
ム
長
者
」

「
ク
デ
進
士
」
を
た
ず
ね
る
が
、
そ
の
人
物
た
ち
が
ソ
ン
ニ
ム
に
ど
う
応
対

し
た
の
か
、
ソ
ン
ニ
ム
の
威
力
・
霊
験
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か

に
視
点
を
お
き
、
見
て
い
く
。

最
近
出
た
パ
ク
ヘ
ミ
論
文
）
4
（

に
、「
賓
順
愛
（
빈
순
애　
ピ
ン
ス
ネ
）」
タ

ン
ゴ
ル
巫）

5
（

が
二
〇
一
八
年
三
月
三
日
に
江
原
道
東
海
市
大
津
洞
で
口
演
し

た
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
採
録
本
の
紹
介
が
あ
り
、
最
新
の
採
録
資
料
と
し

て
貴
重
で
あ
る
。
以
下
、
本
文
は
こ
れ
に
よ
る
。

「
ソ
ン
ニ
ム
の
本も
と
は
い
ず
こ
と
い
え
ば
江
南
の
大
ハ
ン
国
が
本
な
り
」
と

本
縁
を
語
り
、
朝
鮮
国
に

や
っ
て
来
た
の
は
、

セ
ジ
ョ
ン
ソ
ン
ニ
ム
（
セ

ジ
ョ
ン
は
漢
字
「
世
尊
」）

カ
ク
シ
ソ
ン
ニ
ム
（
カ
ク

シ
は
漢
字
「
閣
氏
」
を
あ

て
、
若
い
女
性
の
意
）

ホ
ン
ヨ
ク
ソ
ン
ニ
ム
（ 

ホ
ン
ヨ
ク
は
「
紅
疫
」。
ホ
バ
ン
（
虎
班
）
と
も
）

と
い
う
三
神
で
あ
る
と
語
り
、
そ
し
て
こ
れ
ら
三
神
の
も
つ
威
力
に
つ
い
て
、

そ
の
と
き
、
セ
ジ
ョ
ン
ソ
ン
ニ
ム
は
子
孫
に
命い
の
ちを
与
え
に
来
ら
れ
、
ホ

ン
ヨ
ク
ソ
ン
ニ
ム
は
発
疹
を
つ
く
り
に
来
ら
れ
、
カ
ク
シ
ソ
ン
ニ
ム
は
、

美
人
に
つ
く
ろ
う
と
思
え
ば
美
人
に
つ
く
り
、
チ
ェ
ボ）

6
（

に
つ
く
ろ
う
と

思
え
ば
チ
ェ
ボ
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

と
、
ま
ず
説
い
て
い
る
。
つ
づ
い
て
ソ
ン
ニ
ム
神
の
立
派
な
容
姿
・
い
で

た
ち
と
、
乗
っ
て
く
る
輿
や
馬
の
飾
り
つ
け
を
〝
物
揃
え
〞
で
語
っ
て
い

る
。
三
神
の
中
で
は
、
カ
ク
シ
ソ
ン
ニ
ム
が
、
若
く
美
し
く
自
尊
心
が
高

い
女
神
に
描
か
れ
て
い
る
。

ソ
ン
ニ
ム
た
ち
三
神
は
、
朝
鮮
国
へ
の
入
り
口
に
な
る
義
州
に
到
着
し

た
が
、
大
河
の
鴨
緑
江
を
渡
る
舟
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
船
頭
に
舟
を
借

り
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
船
頭
は
あ
れ
こ
れ
理
由
を
付
け
、
舟
は
な
い
と

断
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
美
し
い
カ
ク
シ
ソ
ン
ニ
ム
を
見
る
や
船
頭
は
、
自

分
に
一
晩
の
夜
と
ぎ
を
す
る
な
ら
舟
を
貸
し
て
や
ろ
う
と
言
う
の
で
あ
っ

た
。こ

れ
を
聞
い
た
カ
ク
シ
ソ
ン
ニ
ム
は
烈
火
の
ご
と
く
怒
り
、
船
頭
を
つ

か
ま
え
て
首
を
は
ね
、
鴨
緑
江
に
ほ
う
り
投
げ
た
。
そ
れ
で
も
怒
り
が
お

さ
ま
ら
な
い
カ
ク
シ
ソ
ン
ニ
ム
は
、
船
頭
の
家
に
行
き
七
人
の
息
子
を
み

な
つ
か
ま
え
た）

7
（

。
ソ
ン
ニ
ム
神
が
来
た
こ
と
を
知
っ
た
船
頭
の
女
房
は
怖

れ
て
、
浄
水
を
供
え
、
後
を
継
ぐ
息
子
な
の
で
ど
う
か
一
人
だ
け
で
も
助

国家指定芸能保有者（人間文化財）

け
て
ほ
し
い
と
祈
っ
た
の
で
、
一
人
だ
け
は
放
た
れ
た
。

ソ
ン
ニ
ム
神
は
威
力
で
舟
を
作
り
鴨
緑
江
を
渡
っ
て
い
っ
た
。
日
が
暮

れ
た
の
で
、
灯
り
の
と
も
っ
た
藁
屋
の
ノ
グ
婆
さ
ん
に
一
夜
の
宿
を
求
め

た
。
ノ
グ
婆
さ
ん
は
、
ソ
ン
ニ
ム
が
来
ら
れ
る
な
ら
お
迎
え
に
行
き
ま
し

た
の
に
、
み
す
ぼ
ら
し
い
家
で
す
が
ど
う
ぞ
と
言
っ
て
、
川
辺
で
口
を
す

す
ぎ
手
と
顔
を
洗
い
、
家
を
掃
き
清
め
て
か
ら
、
ソ
ン
ニ
ム
を
招
き
入
れ

て
浄
座
に
案
内
し
た
。
そ
し
て
浄き
よ

い
水
（
井
華
水
）
を
三
つ
小
膳
に
供
え
、

貧
し
い
な
が
ら
も
心
を
つ
く
し
も
て
な
し
た
。

ノ
グ
婆
さ
ん
は
、
大
金
持
ち
の
金
長
者
の
家
に
行
き
米
を
貸
し
て
ほ
し

い
と
頼
ん
だ
が
、
金
長
者
は
ノ
グ
婆
さ
ん
を
門
前
払
い
し
、
そ
の
女
房
は

台
所
の
土
間
に
落
ち
て
い
る
鼠
の
糞
ま
み
れ
の
米
粒
な
ら
あ
げ
る
と
言
っ

た
。
さ
ら
に
金
長
者
は
、
ソ
ン
ニ
ム
が
や
っ
て
来
る
と
聞
い
た
の
で
、
あ

わ
て
て
息
子
の
チ
ョ
リ
ョ
ン
イ
を
寺
に
送
っ
て
身
を
隠
さ
せ
、
門
の
前
に

は
馬
の
糞
を
ば
ら
ま
き
、
唐
辛
子
を
ま
き
散
ら
し
、
俵
を
燃
や
し
て
煙
を

く
す
べ
て
、
ソ
ン
ニ
ム
が
家
に
近
づ
け
な
い
よ
う
に
し
た）

8
（

。

怒
っ
た
ホ
ン
ヨ
ク
ソ
ン
ニ
ム
は
、
息
子
の
チ
ョ
リ
ョ
ン
イ
に
罰
を
あ
た

え
（
感
染
さ
せ
て
）
金
長
者
を
改
心
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
金
長
者
は
な

お
も
ソ
ン
ニ
ム
を
騙
し
悪
行
を
続
け
た
の
で
、
息
子
の
命
を
絶
ち
切
っ
た
。

そ
し
て
金
長
者
の
財
産
は
消
え
て
無
く
な
り
、
金
長
者
の
家
は
滅
ん
で
し

ま
っ
た
。
そ
の
財
物
は
ノ
グ
婆
さ
ん
に
送
ら
れ
て
婆
さ
ん
は
豊
か
に
な
っ

た
。
息
子
チ
ョ
リ
ョ
ン
イ
は
、
親
が
ソ
ン
ニ
ム
を
迎
え
ず
自
分
を
助
け
な

か
っ
た
こ
と
を
知
り
、
ソ
ン
ニ
ム
の
馬
引
き
に
な
っ
て
仕
え
た
。

次
に
ソ
ン
ニ
ム
は
、
ク
デ
進
士
の
家
に
行
っ
た
。
ク
デ
進
士
は
ソ
ン
ニ

ム
を
丁
重
に
迎
え
も
て
な
し
た
。
ソ
ン
ニ
ム
は
、
死
に
か
か
っ
て
い
た
孫

を
助
け
る
方
法
を
ク
デ
進
士
に
教
え
た
の
で
、
孫
の
命
は
助
か
り
、
家
は

栄
え
た
。

あ
ら
ま
し
以
上
の
よ
う
な
内
容
の
神
話
語
り
で
あ
る
。
ソ
ン
ニ
ム
神
を

迎
え
歓
待
し
た
ノ
グ
婆
さ
ん
は
豊
か
に
な
り
、ク
デ
進
士
は
孫
が
生
き
返
っ

て
家
は
栄
え
た
。
ソ
ン
ニ
ム
を
迎
え
ず
冷
遇
し
た
金
長
者
は
、
息
子
を
亡

く
し
財
産
を
失
い
家
は
滅
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
来
訪
神
の
待
遇
モ
テ
ィ
ー

フ
は
日
本
の
「
蘇
民
将
来
」
説
話
な
ど
と
の
対
比
が
興
味
深
い
。
巫
は
、

　
霊
験
あ
ら
た
か
な
ソ
ン
ニ
ム
を
蔑
ろ
に
せ
ず
き
ち
ん
と
定
め
、
浄
水

を
供
え
浄
座
に
し
っ
か
り
丁
重
に
迎
え
て
、
こ
の
大
津
洞
に
子
孫
が
、

這
う
赤
ん
坊
や
に
こ
に
こ
笑
う
子
が
生
ま
れ
た
ら
、
病
気
に
か
か
る
こ

と
な
く
、
寿
命
を
与
え
て
く
だ
さ
り
福
を
与
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
に

と
、
こ
の
儀
礼
の
目
的
と
意
義
を
冒
頭
で
わ
か
り
や
す
く
述
べ
て
い
る
。

そ
う
し
て
巫
は
、
手
に
持
つ
「
シ
ン
テ
（
神
竿
）」
を
集つ
ど
っ
た
人
た
ち
の

頭
の
上
を
振
り
払
い
な
が
ら
ぐ
る
り
と
一
回
り
す
る
。
そ
の
と
き
人
び
と

は
、
シ
ン
テ
の
紙
し
で
に
お
金
を
結
び
祈
願
す
る
の
で
あ
る
。

５　
「
ソ
ン
ニ
ム
拝
送
ク
ッ
」
―
天
然
痘
の
神
を
送
る
―

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
だ
け
で
儀
礼
は
終
わ
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ら
な
い
こ
と
に
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
が
い
る
個
人
の
家

の
場
合
、
治
っ
て
い
く
こ
ろ
に
「
ソ
ン
ニ
ム
拝
送
ク
ッ
」
と
い
う
儀
礼
が

執
り
行
わ
れ
る
。
患
者
の
い
る
家
か
ら
、
あ
る
い
は
共
同
体
の
境
域
か
ら
、

痘
神
を
送
り
出
す
儀
礼
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
拝
送
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
点
、
重
要
で
あ
る
。
お
送
り
す

る
と
い
う
意
味
の
「
拝
送
」
で
あ
る
。
心
情
と
し
て
は
〝
追
放
〞
す
る
〝
追

い
出
す
〞
で
は
あ
る
が
、
神
の
前
で
は
そ
う
い
っ
た
表
現
は
決
し
て
使
わ

な
い
禁
忌
語
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
丁
重
に
迎
え
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
恐
ろ
し
い
ソ
ン
ニ
ム
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
お
送
り
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
ソ
ン
ニ
ム
が
乗
る
「
馬
」

を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
が
乗
る
立
派
な
馬
で
あ
る
こ
と
が
、

「
マ
ル
チ
レ
」（
馬
ぼ
め
、
馬
の
飾
り
た
て
）
と
い
う
一
文
で
語
ら
れ
て
い

る
。
馬
の
、

頭
、
耳
、
鼻
、
口
、
背
、
腹
、
脚
、
尾

と
い
う
部
分
を
、
一
つ
一
つ
と
り
あ
げ
、
リ
ズ
ム
に
の
せ
て
次
々
と
ほ
め

て
い
く
「
物
揃
え
）
9
（

」
の
方
法
で
あ
り
、
日
本
の
語
り
物
に
も
多
く
、
作
品

「
馬
揃
」
と
同
様
の
も
の
と
い
え
る
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、
尾
の
あ
と
に
二

つ
の
性
器
ま
で
も
と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
笑
い
を
さ
そ
う
滑

稽
表
現
に
ほ
か
な
ら
ず
、
物
揃
え
の
最
後
に
差
し
入
れ
る
滑
稽
化
の
手
法

な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
ソ
ン
ニ
ム
神
の
立
派
な
馬
が
準
備
さ
れ
た
が
、
こ

の
あ
と
の
展
開
は
、
古
く
か
ら
の
方
法
は
と
ら
ず
改
変
と
簡
略
化
が
ほ
ど

こ
さ
れ
て
い
て
、
賓
順
愛
採
録
本
は
、
独
自
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

か
つ
て
天
然
痘
患
者
が
い
た
時
代
の
方
法
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
次

の
よ
う
で
あ
る
。

萩
の
木
で
馬
の
か
た
ち
を
編
ん
で
作
り
、
藁
で
小
さ
な
俵
（
オ
ジ
ェ
ン

イ
）
を
三
つ
作
っ
て
馬
の
背
に
載
せ
、
青
・
赤
・
黄
三
色
の
旗
を
立
て
、

俵
の
中
に
は
餅
と
ご
飯
を
入
れ
、
お
金
も
入
れ
た
と
い
う）

10
（

。
そ
し
て
こ
の

馬
を
遠
く
の
木
に
逆
さ
に
つ
な
い
で
お
い
て
、
儀
礼
が
終
わ
る
と
遠
く
に

持
っ
て
い
き
、
捨
て
た
り
、
燃
や
す
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
賓
順
愛
タ
ン
ゴ
ル
巫
は
、
祭
儀
場
の
一
人
の
男
性
に
「
馬
」
の

役
に
な
っ
て
も
ら
い
、
自
身
も
「
馬
引
き
」
と
な
っ
て
「
さ
あ
、
ソ
ン
ニ

ム
を
お
迎
え
に
行
く
よ
」
と
言
い
、
観
衆
も
参
加
し
て
遊
び
楽
し
む
一
幕

を
つ
く
り
だ
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
こ
に
い
る
全
員
が
、「
ソ
ン
ニ

ム
神
」
を
送
り
出
す
こ
と
を
〝
実
感
〞
で
き
る
場
、
そ
し
て
送
り
出
し
て

〝
安
堵
〞
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
祝
祭
の
場
を
つ
く
り
だ
せ
る
巫
は
、
ま
さ
し
く
祭
り
が
何

か
を
知
る
〝
演
出
家
〞
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
神
を
ま
つ
る
儀
礼
の
場
を
、

笑
い
が
あ
ふ
れ
る
遊
戯
（
ノ
リ
）
の
場
に
も
つ
く
り
か
え
る
こ
と
こ
そ
が
、

韓
国
の
タ
ン
ゴ
ル
巫
た
ち
が
備
え
る
と
こ
ろ
の
優
れ
た
技
能
の
一
つ
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
場
は
、
実
は
、
集
っ
た
観
衆
た
ち
が
望
み
求

め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
通
し
て
、「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
儀
礼
は
、
痘
瘡
（
天

然
痘
）
だ
け
で
な
く
麻
疹
（
紅
疹
）
も
ふ
く
め
疫
病
が
は
や
っ
た
と
き
に
、

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
を
教
え
る
儀
礼
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
ソ

ン
ニ
ム
拝
送
ク
ッ
」
は
、
疫
病
に
か
か
っ
た
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
す

れ
ば
病
気
を
軽
く
速
く
治
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
教
え
て
く
れ
る
儀
礼
と

し
て
あ
っ
た
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
儀
礼
に
よ
っ
て
、
疫
病
の
恐
怖
と
不
安
の
な
か
に
あ
っ
た
患

者
と
家
族
、
そ
し
て
人
び
と
に
、
安
堵
と
安
心
感
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
評

価
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
は
、
巫
が
な
せ
る
「
精
神
的
治
病
」
と
言
え

る
も
の
で
あ
る
。

賓
順
愛
タ
ン
ゴ
ル
巫
は
、
本
採
録
本
の
儀
礼
に
お
い
て
、
始
め
る
と
ま

ず
、
な
ぜ
こ
の
儀
礼
を
す
る
の
か
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
、

二
〇
一
五
年
に
世
界
を
襲
っ
た
感
染
症
「
マ
ー
ズ　

M
ERS

」（
中
東
呼
吸

器
症
候
群
）
が
韓
国
で
も
流
行
し
人
び
と
を
苦
し
め
た
こ
と
を
、
そ
し
て

ま
た
二
〇
一
七
、八
年
当
時
は
や
っ
た
病
気
「
帯
状
疱
疹
」
の
こ
と
も
引
用

し
な
が
ら
、「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
儀
礼
の
大
切
さ
、
重
要
性
を
説
い
て
い
た
。

ま
さ
に
現
実
の
問
題
を
、〝
今
〞
を
生
き
る
人
び
と
に
と
っ
て
切
実
な
疫

病
の
問
題
を
語
り
に
取
り
入
れ
た
、
新
し
い
伝
承
の
す
が
た
を
見
せ
て
い

た
の
で
あ
る
。

今
後
も
、「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
は
、
ま
ち
が
い
な
く
伝
承
さ
れ
て
い
く
で

あ
ろ
う
。
人
び
と
に
安
心
と
安
堵
を
も
た
ら
す
巫
儀
と
し
て
、
口
承
文
芸

と
し
て
。

注（
1
） 

国
立
感
染
症
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w

/niid.go.jp/niid/
ja/

）
の
「
天
然
痘
（
痘
そ
う
）」
項

（
2
） 「
江
陵
端
午
祭
」
は
重
要
無
形
文
化
財
第
13
号
（
一
九
六
七
年
指
定
）、

ユ
ネ
ス
コ
人
類
無
形
文
化
遺
産
（
二
〇
〇
五
年
指
定
）
で
あ
る
。「
ソ

ン
ニ
ム
ク
ッ
」
に
つ
い
て
は
、
黄
縷
詩
の
解
説
「
江
陵
端
午
ク
ッ
」

（『
江
陵
端
午
祭
白
書
』
一
九
九
九
）
と
「
デ
ジ
タ
ル
江
陵
文
化
大
典
」

（
韓
国
学
中
央
研
究
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
郷
土
文
化
電
子
大
典
」）
に

詳
し
い
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 

金
泰
坤
採
録
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」『
韓
国
巫
歌
集
１
』
一
九
七
一　
集

文
堂　
二
三
七
頁
。（
一
九
六
八
年
一
月
十
八
日
江
原
道
江
陵
市
林
塘

洞
に
お
い
て
朴
月
禮
マ
ン
シ
ン
（
七
十
九
歳
）
よ
り
採
録
の
資
料
。）

（
4
） 

パ
ク
ヘ
ミ
「「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
の
伝
承
様
相
」（
参
考
文
献
に
掲
出
）

（
5
） 

賓
順
愛
氏
は
、
一
九
九
一
年
に
履
修
者
に
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
「
江

陵
端
午
祭
」
芸
能
保
有
者
に
認
定
さ
れ
、広
く
活
躍
す
る
大
巫
で
あ
る
。

（
6
） 「
チ
ェ
ボ
」
は
、
兎
唇
の
人
を
さ
す
語
だ
が
差
別
感
が
あ
る
。

（
7
） 「
つ
か
ま
え
た
」
は
、
天
然
痘
に
感
染
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

息
子
ら
は
、
背
が
曲
が
り
、
耳
が
聞
こ
え
ず
、
目
が
見
え
ず
、
足
が
不

自
由
に
な
っ
た
と
説
い
て
い
る
。

（
8
） 

こ
れ
ら
の
行
為
は
す
べ
て
天
然
痘
に
関
わ
る
禁
忌
行
為
で
あ
っ
た
。
天

然
痘
の
禁
忌
は
非
常
に
多
く
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
9
） 「
物
揃
え
」
表
現
、「
馬
揃
」、
滑
稽
表
現
に
つ
い
て
は
、
拙
著
（『
語
り

物
の
比
較
研
究
―
韓
国
の
巫
歌
・
パ
ン
ソ
リ
と
日
本
の
語
り
物
―
』

二
〇
〇
二　
翰
林
書
房
）
で
詳
論
し
て
い
る
。
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（
10
） 『
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』
一
九
九
五　
韓
国
精
神
文
化
研
究
院

（
現
在
の
韓
国
学
中
央
研
究
院
）
の
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
項
参
照
。

参
考
文
献
（
年
代
順
に
掲
出
。
韓
国
語
文
は
日
本
語
訳
し
た
）

李
能
和
「
朝
鮮
巫
俗
考
」『
啓
明
』
第
19
号　
一
九
二
九　
啓
明
倶
楽
部

金
泰
坤
『
韓
国
巫
歌
集
1
』
一
九
七
一　
集
文
堂

崔
正
如
・
徐
大
錫
『
東
海
岸
巫
歌
研
究
』
一
九
七
五　
螢
雪
出
版
社

柳
東
植
『
朝
鮮
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
一
九
七
六　
学
生
社
（
日
本
）

徐
大
錫
『
韓
国
巫
歌
の
研
究
』
一
九
八
〇　
文
学
思
想
社

金
泰
坤
『
韓
国
巫
俗
研
究
』
一
九
八
一　
集
文
堂

崔
吉
城
『
韓
国
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
一
九
八
一　
弘
文
堂
（
日
本
）

金
泰
坤
『
韓
国
の
巫
俗
神
話
』
一
九
八
五　
集
文
堂

金
仁
會
『
韓
国
巫
俗
思
想
研
究
』
一
九
八
七　
集
文
堂

黃
縷
詩
「
ム
ー
ダ
ン
ク
ン
ノ
リ
研
究
」
一
九
八
七　
梨
花
女
子
大
学
大
学
院

博
士
論
文

金
善
豊
・
金
秀
南
（
写
真
）『
韓
国
の
ク
ッ
19　
江
陵
端
午
ク
ッ
』
一
九
八
七　

悦
話
堂

徐
大
錫
・
朴
敬
伸
『
安
城
巫
歌
』
一
九
九
〇　
集
文
堂

金
善
豊
『
江
陵
端
午
祭
実
測
調
査
研
究
書
』
一
九
九
四　
韓
国
文
化
財
管
理
局

曺
敬
燉
編
『
江
陵
端
午
祭 

白
書
』
一
九
九
九　
江
陵
文
化
院

黃
縷
詩
「
東
海
岸
ク
ッ
の
伝
承
状
況
と
特
徴
」『
韓
国
巫
俗
学
』
第
17
号　

二
〇
〇
八

李
杜
鉉
「
マ
ー
マ
拝
送
ク
ッ
」『
韓
国
文
化
人
類
学
』
第
41
巻
2
号
、

二
〇
〇
八

シ
ン
ヒ
ラ
「「
江
陵
端
午
ク
ッ
」
伝
承
者
研
究
」
二
〇
一
五　
カ
ト
リ
ッ
ク
関

東
大
学
大
学
院
碩
士
論
文

パ
ク
ヘ
ミ
「「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
の
伝
承
様
相
―
江
陵
端
午
ク
ッ
伝
承
巫
女
の

ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
採
録
本
を
中
心
に
―
」　
二
〇
二
〇
．
二　
韓
国
芸
術
総
合

学
校
芸
術
専
門
士
論
文

付
記二

〇
二
〇
年
度
の
「
江
陵
端
午
祭
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
防
疫
対

策
に
よ
っ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
実
況
中
継
が
行
わ
れ
た
。
六
月
二
十
四
日
（
旧

五
月
四
日
）
か
ら
二
十
八
日
ま
で
挙
行
さ
れ
た
〈
단
오
굿
〉（
端
午
ク
ッ
）
の

す
べ
て
の
儀
礼
を
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
鑑
賞
で
き
る
。
朴パク
ク
ム
チ
ョ
ン

琴
天
巫
の
「
ソ
ン

ニ
ム
ク
ッ
」
は
二
十
五
日
に
あ
り
、「
コ
ロ
ナ
19
」
を
と
り
あ
げ
祈
願
し
て
い

た
。
巫
と
楽
士
だ
け
な
の
で
、
例
年
の
よ
う
な
観
衆
が
参
加
し
た
生
き
生
き

と
し
た
ク
ッ
儀
礼
の
臨
場
感
ま
で
は
望
め
な
い
が
、
黄
繍
詩
教
授
の
解
説
も

付
い
て
お
り
ぜ
ひ
参
照
さ
れ
た
い
。

〈2020  

온
라
인 

강
릉
단
오
제
〉https://2020.danojefestival.or.kr

 

（
ぴ
ょ
ん
・
う
ん
じ
ょ
ん
／
元
関
西
外
国
語
大
学
助
教
授
）

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

カ
ラ
ン
チ
ン
期
ロ
シ
ア
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
よ
り

熊 

野
谷　
葉 
子

ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
ユ
ー
モ
ア

ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
お
い
て
笑
い
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
昔
話
の
艶
笑
譚
や
政
治
風
刺
の
ア
ネ
ク
ド
ー
ト
（
小
話
）
が
有
名
だ

が
、
そ
の
他
に
も
、
な
に
げ
な
く
慣
用
句
や
こ
と
わ
ざ
を
言
い
換
え
た
り
、

高
尚
な
格
言
や
文
学
の
有
名
な
詩
句
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
り
し
て
、
ロ
シ

ア
の
人
々
は
日
々
笑
い
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
生
み
出
し
て
き
た
。そ
の
ユ
ー

モ
ア
精
神
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
ほ
ど
か
き
た
て
ら
れ
る
ら
し
く
、
ソ
連

時
代
の
言
論
の
不
自
由
な
状
況
下
で
、
あ
る
い
は
ソ
連
崩
壊
後
の
苦
し
い

生
活
の
中
で
、
人
々
は
困
っ
て
い
る
自
分
た
ち
の
姿
を
客
観
的
に
観
察
し
、

そ
れ
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て
笑
い
合
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
笑
い
の

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
テ
キ
ス
ト
は
、
口
頭
で
語
ら
れ
て
証
拠
を
残
さ
な
い
か
、

路
上
な
ど
で
売
ら
れ
る
ホ
チ
キ
ス
止
め
の
小
冊
子
と
な
っ
て
手
軽
に
消
費

さ
れ
た
。

し
か
し
二
十
一
世
紀
、
ロ
シ
ア
経
済
が
何
度
も
深
刻
な
危
機
に
見
舞
わ

れ
つ
つ
も
成
長
し
、
生
活
が
向
上
し
て
国
力
に
自
信
が
つ
い
て
く
る
と
、

こ
う
し
た
笑
い
は
輝
き
を
失
っ
た
。
誰
も
が
忙
し
く
仕
事
を
こ
な
し
、ひ
っ

き
り
な
し
に
流
れ
る
写
真
と
動
画
と
文
字
を
目
で
追
う
暮
ら
し
は
他
の
先

進
諸
国
と
変
わ
ら
な
い
。
か
つ
て
は
よ
く
見
ら
れ
た
、
路
上
で
の
知
ら
な

い
者
ど
う
し
の
政
治
談
議
や
キ
ッ
チ
ン
の
片
隅
で
の
ア
ネ
ク
ド
ー
ト
大
会

は
、
誰
か
の
ギ
タ
ー
に
合
わ
せ
て
皆
が
歌
う
と
い
う
光
景
同
様
、
レ
ト
ロ

な
思
い
出
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
笑
い
の
復
権
が
見
ら

れ
た
の
が
、
二
〇
二
〇
年
三
月
に
始
ま
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
中
の
暮
ら
し
で
あ

る
。

「
カ
ラ
ン
チ
ン
」
の
春

二
月
に
は
ま
だ
「
中
国
の
感
染
症
」
扱
い
だ
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
は
、
三
月
に
入
る
と
ロ
シ
ア
で
も
急
速
に
広
ま
り
、
政
府
の
対

応
も
極
め
て
早
か
っ
た
。
感
染
者
が
ま
だ
ご
く
少
な
か
っ
た
三
月
上
旬
か

ら
次
々
に
入
国
制
限
や
休
校
の
措
置
が
と
ら
れ
、
私
も
三
月
七
日
に
予
定


