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◆ キーワード　関敬吾／機能主義／翻訳／異種交配／理論史

ね
じ
曲
げ
ら
れ
た
機
能
主
義

―
説
話
研
究
に
見
る
人
類
学
理
論
導
入
の
陥
穽
―

金　

子　
　

毅

は
じ
め
に
―
「
機
能
」、
そ
の
無
自
覚
な
使
用
の
現
状
―

　

わ
が
国
に
お
け
る
機
能
主
義
の
本
格
的
導
入
は
関
敬
吾
の
説
話
研
究
を

嚆
矢
と
す
る
が
、
後
学
た
ち
の
仕
事
か
ら
〈
機
能
〉
と
い
う
術
語
が
使
用

さ
れ
る
文
脈
を
精
査
す
る
と
、
単
に
〈
役
割
〉
や
〈
効
用
〉
と
置
き
換
え

て
も
支
障
の
な
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
と
の
印
象
を
免
れ
な
い
。
こ
れ

は
〈
機
能
〉
と
い
う
術
語
が
分
析
概
念
と
し
て
十
分
に
練
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
〈
機
能
主
義
〉
が
説
話
研
究
と
は
学
問
的
系
譜
を
異
に
す
る
文
化
人
類

学
に
発
祥
し
、〈
翻
訳
〉
を
経
て
導
入
さ
れ
た
経
緯
に
照
ら
せ
ば
、
そ
れ

は
原
典
でfunctionalism

と
い
う
術
語
が
用
い
ら
れ
る
文
脈
を
熟
慮
し

た
上
で
の
概
念
と
し
て
定
着
し
た
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
発
す

る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ちfunctionalism

が
〈
機
能
主
義
〉
と
し
て

導
入
さ
れ
る
際
に
は
、
ま
ず
原
典
と
〈
翻
訳
〉、
原
典
と
そ
の
言
語
を
解

す
る
者
に
よ
る
〈
引
用
〉、
訳
書
と
原
典
で
の
使
用
言
語
を
解
さ
な
い
者

に
よ
る
〈
引
用
〉
と
い
う
三
つ
組
の
関
係
が
措
定
さ
れ
、
そ
こ
に
多
重
的

な
レ
ベ
ル
の
解
釈
が
累
積
さ
れ
た
結
果
、
本
来
のfunction

と
現
在
の

説
話
研
究
に
お
け
る
〈
機
能
〉
と
の
間
に
概
念
上
の
齟
齬
が
生
じ
て
い
る

蓋
然
性
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
外

来
概
念
定
着
の
足
固
め
の
上
で
不
可
欠
と
な
る
原
典
と
翻
訳
と
の
関
係
を

重
視
し
、
そ
の
媒
介
者
と
し
て
関
敬
吾
の
研
究
成
果
に
着
目
し
た
い
。

　

第
一
に
、functionalism

と
最
初
に
出
会
い
、
こ
れ
を
分
析
の
道
具

と
し
て
消
化
し
、
後
学
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
関
敬
吾
の
研
究
史
を
振

り
返
り
、
機
能
主
義
と
の
関
連
を
ひ
も
と
く
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
関
の
仕
事
か
ら
言
語
間
で
の
〈
翻
訳
〉
作
業
と
い
う
問
題

を
注
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
原
典
の
解
釈
に
対
す
る
文
化
間

の
認
識
の
ズ
レ
を
見
定
め
、
そ
う
し
た
ズ
レ
の
上
に
導
入
さ
れ
た
機
能

主
義
が
説
話
の
解
釈
枠
組
と
し
て
い
か
に
用
い
ら
れ
た
か
、
そ
の
過
程

を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
参
照
す
る
原
典
そ
れ
自
体
が
「
非
英
語

圏
の
文
化
的
土
壌
か
ら
『
英
語
で
書
き
、
英
国
人
』
に
な
ろ
う
と
し
て
い

た
プ
ロ
セ
ス
」
に
動
機
付
け
ら
れ
、
ま
た
植
民
地
主
義
的
な
権
力
関
係
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が
付
加
さ
れ
る
こ
と
で
、「
異
文
化
を
自
文
化
に
翻
訳
す
る
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
で
は
な
く
、
異
文
化
を
も
う
ひ
と
つ
の
異
文
化
へ
と
翻
訳
す
る
『
二

重
の
翻
訳
』
と
い
う
可
能
性
」
を
指
摘
し
た
太
田
好
信
の
議
論
（
太
田
、

一
九
九
六
、二
九
六
頁
）
で
完
結
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
関
敬
吾

と
い
う
〈
日
本
語
で
書
き
、
日
本
人
を
対
象
に
説
明
す
る
〉
日
本
人
研
究

者
ま
で
を
も
含
め
た
〈
三
重
の
翻
訳
〉
に
伴
う
〈
似
て
非
な
る
機
能
主
義
〉

が
構
築
さ
れ
た
背
景
を
積
極
的
に
読
み
解
く
作
業
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
こ
の
現
象
を
文
化
間
の
〈
異
種
交
配
（
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
）〉

の
結
果
と
捉
え
、
ま
ず
関
の
学
説
形
成
に
お
け
る
機
能
主
義
へ
の
認
識
の

転
換
点
を
見
定
め
る
こ
と
で
、
語
学
堪
能
な
関
で
さ
え
も
〈
似
て
非
な
る

機
能
主
義
〉
へ
と
導
か
れ
て
い
っ
た
経
緯
を
検
証
す
る
。
こ
の
作
業
の
目

的
は
〈
機
能
主
義
〉
と
い
う
翻
訳
概
念
の
ズ
レ
を
学
的
な
誤
謬
と
し
て
断

ず
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
続
の
民
俗
学
、
こ
と
に
説
話
研
究
が
、

自
明
的
な
手
続
き
と
さ
れ
る
先
行
研
究
を
〈
三
重
の
翻
訳
〉
に
依
拠
し
た

結
果
、
機
能
主
義
の
概
念
定
義
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
放
置
し
て
き
た
こ
と

の
問
題
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
点
に
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
関
以

後
の
個
別
の
説
話
研
究
に
お
け
る
機
能
主
義
の
適
用
の
精
査
に
ま
で
踏
み

込
む
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
関
の
学
問
言
説
を
解
体
す
る
作
業
は
現
在

の
説
話
研
究
に
と
っ
て
自
己
内
省
の
機
会
と
な
り
、〈
翻
訳
〉
以
前
の
理

論
を
十
分
に
吟
味
し
た
上
で
の
テ
ク
ス
ト
の
読
み
直
し
や
、
外
来
理
論
の

導
入
に
伴
う
〈
異
種
交
配
〉
と
そ
の
上
に
形
成
さ
れ
た
学
問
言
説
の
解
体

な
ど
、
新
た
な
研
究
課
題
の
広
が
り
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

一　

説
話
研
究
と
し
て
の
機
能
主
義

（
１
）
関
敬
吾
の
昔
話
研
究
の
射
程

　

関
が
説
話
研
究
に
機
能
主
義
を
適
用
し
た
初
出
は
一
九
五
二
年
の
「
昔

話
の
社
会
性
」（『
文
学
』
五
月
号
）
に
溯
る
（
関
、
一
九
五
七
に
再
録
）。

「
民
族
学
に
お
け
る
機
能
学
派
の
先
駆
者
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
」
に
依
拠
し
、

語
り
の
社
会
背
景
や
そ
の
基
盤
と
な
る
生
活
環
境
と
の
関
連
か
ら
説
話
を

捉
え
直
し
、「
純
然
た
る
文
学
的
研
究
に
終
始
」
し
て
き
た
説
話
研
究
の

現
状
を
批
判
し
た
（
関
、
一
九
五
七
、
二
二
一
頁
）。

　

関
の
昔
話
研
究
の
特
性
は
、
各
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
内
容
構
成
の
比
較
を

通
じ
て
時
空
間
的
に
整
序
可
能
な
束
か
ら
類
型
を
抽
出
し
、
そ
の
差
異
を

時
間
差
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
起
源
、
つ
ま
り
〈
祖
型
〉
を
求
め
る
に

留
ま
ら
ず
、
昔
話
が
共
時
的
な
生
活
の
場
で
語
ら
れ
る
意
味
、
そ
し
て
そ

う
し
た
語
り
を
必
要
と
し
て
存
立
す
る
社
会
と
は
何
か
を
解
釈
し
よ
う
と

す
る
点
に
あ
る
。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
機
能
主
義
理
論
を
積
極
的
に
導
入

し
た
意
図
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
従

来
の
類
型
的
手
法
の
代
替
と
ま
で
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
む
し
ろ
昔
話
の
類
型
の
成
立
条
件
を
歴
史
的
過
程
に
求
め
、
そ
こ
に

投
影
さ
れ
た
過
去
の
姿
を
「
原
始
社
会
に
求
め
、
あ
る
い
は
文
化
的
に
お

く
れ
た
層
の
伝
承
の
中
に
見
出
」（
関
、
一
九
五
七
、
二
二
二
頁
）
す
と
い

う
関
に
と
っ
て
は
、
原
始
社
会
を
対
象
と
し
て
、
社
会
の
文
化
的
相
異
を
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時
間
軸
の
中
に
配
列
す
る
タ
イ
ラ
ー
流
の
古
典
的
〈
民
族
学
〉
の
方
が
自

論
の
展
開
に
適
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

一
方
、
リ
ヴ
ァ
ー
ス
、
セ
リ
グ
マ
ン
ら
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
よ
り
生
ま

れ
た
新
た
な
人
類
学
の
潮
流
は
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
を
経
て
大
成
さ
れ
た

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
相
対
的
観
点
か
ら
の
自
己
／
他
者
の
理
解

と
い
う
課
題
に
直
面
し
て
も
い
た
わ
け
で
、
機
能
主
義
は
当
該
社
会
に
組

み
込
ま
れ
た
文
化
実
践
の
現
在
性
を
理
解
す
る
た
め
の
新
た
な
理
論
枠
組

と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
の
関
の
認
識
で
は
、

機
能
主
義
は
い
ま
だ
類
型
的
研
究
を
補
完
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、〈
完
形
〉〈
派
生
〉
の
二
部
構
成
に
よ
る
柳

田
國
男
監
修
『
日
本
昔
話
名
彙
』（
一
九
四
八
年　

日
本
放
送
出
版
協
会
）

に
対
抗
し
、
そ
の
対
案
と
し
て
〈
動
物
昔
話
〉〈
本
格
昔
話
〉〈
笑
話
〉
の

三
分
類
に
基
づ
く
話
型
索
引
と
し
て
の
『
日
本
昔
話
集
成
』（
動
物
昔
話

第
一
部
・
本
格
昔
話
第
一
部
か
ら
第
三
部
、
笑
話
第
一
部
か
ら
第
二
部
よ

り
な
る
全
六
巻
、
一
九
五
〇
～
一
九
五
八
年　

角
川
書
店
）
の
編
纂
が
進

行
中
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
勘
案
さ
れ
る
。

　

だ
が
そ
の
過
程
で
、
や
が
て
関
の
問
題
関
心
は
〈
何
故
語
ら
れ
る
の
か
〉

と
い
う
文
化
の
社
会
的
意
味
へ
と
明
ら
か
に
比
重
が
転
回
し
て
い
く
。
そ

こ
で
は
話
型
と
と
も
に
昔
話
の
〈
機
能
〉
と
い
う
問
題
が
、
語
る
時
と
場

所
（
空
間
）、
及
び
そ
の
場
を
共
有
す
る
人
々
と
の
連
関
性
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、〈
機
能
〉
＝
〈
語
る
に
相
応
し
い
社
会
的
価
値
を

有
し
た
物
語
〉
と
い
う
文
脈
で
提
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
社
会
に
と
っ
て
目

的
合
理
的
に
昔
話
の
存
在
意
義
を
捉
え
る
た
め
の
概
念
と
し
て
〈
機
能
〉

が
持
ち
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
関
の
説
明
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に

し
よ
う
。

昔
話
が
き
ま
っ
た
季
節
に
好
ん
で
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
反

面
そ
れ
を
禁
止
す
る
と
き
が
予
測
さ
れ
る
。
農
耕
の
場
合
は
明
確
な

資
料
を
得
ら
れ
な
い
が
、
狩
猟
民
族
に
お
い
て
は
、
厳
密
に
昔
話
を

語
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
き
が
あ
り
、
こ
れ
を
お
か
し
た
場
合
に
被
る

べ
き
刑
罰
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
祟
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
（
関
、

一
九
五
七
、二
三
三
頁
）。

　

狩
猟
民
族
で
は
特
定
の
季
節
だ
け
昔
話
を
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い

う
言
及
は
、
昔
話
が
社
会
と
の
有
機
的
連
関
性
を
前
提
と
し
、
当
該
社
会

の
定
め
ら
れ
た
時
の
中
で
機
能
し
て
い
た
と
い
う
関
の
見
解
を
暗
示
す

る
。
そ
う
し
た
機
能
を
確
た
る
も
の
と
す
る
た
め
の
儀
礼
と
し
て
タ
ブ
ー
、

つ
ま
り
禁
止
さ
れ
る
時
間
、
及
び
違
反
者
へ
の
刑
罰
が
設
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

続
く
一
九
五
四
年
の
「
昔
話
と
社
会
環
境
」（『
法
制
』
八
‐
九
）
で
は
、

昔
話
の
語
り
手
と
な
る
下
層
社
会
の
人
々
の
「
現
実
主
義
に
と
っ
て
重
要

な
こ
と
は
、
幸
福
と
は
結
婚
と
そ
の
生
活
を
支
え
る
た
め
の
富
を
得
る
こ

と
で
あ
る
」
と
さ
れ
、「
こ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
重
要
な
課

題
で
あ
り
、
昔
話
の
多
く
は
こ
れ
を
主
題
と
し
て
作
る
も
の
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
（
関
、
一
九
八
〇
、三
一
二
頁
）、
婚
姻
、
富
の
獲
得

等
に
よ
る
幸
福
な
る
結
末
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
と
結
び
付
け
る
こ
と
で
、
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実
現
さ
れ
る
べ
き
社
会
状
況
を
物
語
る
と
い
う
機
能
へ
の
役
割
期
待
を
昔

話
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

（
２
）
生
命
体
維
持
の
組
織
体
系
へ
と
昇
華
さ
れ
る
昔
話
の
機
能

　

右
の
議
論
を
受
け
て
翌
一
九
五
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
民
話（

１
）』

で
は
、

昔
話
を
生
物
と
の
類
比
的
関
係
か
ら
論
じ
た
「
昔
話
生
物
学
」
が
提
示
さ

れ
る
。
確
証
は
な
い
が
、
社
会
を
生
物
有
機
体
と
の
類
比
か
ら
捉
え
よ
う

と
し
た
英
国
の
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
有
機
体
説
に
影
響
さ
れ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。

真
の
昔
話
は
死
物
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
一
個
の
有
機
体
と
し
て
民

衆
の
口
と
頭
の
な
か
で
生
き
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
昔

話
は
生
物
に
比
較
さ
れ
る
。
昔
話
が
、
い
つ
ど
こ
で
、
誰
に
よ
っ
て
、

何
の
た
め
に
語
ら
れ
、
い
か
に
生
き
て
い
る
の
か
を
問
題
に
す
る
の

を
、
昔
話
生
態
学
（M

ärchenm
or - phologie

）・
昔
話
生
物
学

（M
ärchenbiologie

）
と
呼
ぶ
。」（
関
、
一
九
八
一
、六
〇
頁
）

　　

個
々
の
細
胞
が
部
分
と
し
て
補
完
し
あ
う
こ
と
で
生
物
有
機
体
が
構
成

さ
れ
る
よ
う
に
、
昔
話
も
ま
た
社
会
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
、
統
一
的
な
全

体
と
し
て
社
会
の
中
に
意
味
づ
け
ら
れ
、
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
然
る
べ

き
社
会
状
態
へ
と
導
く
個
別
の
組
織
体
系
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
〈
機
能
〉
と
い
う
術
語
の
意
味
、
及
び
こ
れ
が

使
用
さ
れ
る
文
脈
に
対
し
て
も
大
き
く
影
響
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
〈
機
能
を
果
た
す
〉
と
い
う
表
現
で
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
「
そ

の
も
の
と
し
て
の
十
分
な
働
き
を
発
揮
す
る
こ
と
」（
金
田
一
・
山
田
、

一
九
七
二
、三
二
七
頁
）
と
い
っ
た
辞
書
的
解
釈
を
超
え
、
網
の
目
の
よ

う
に
社
会
内
部
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
各
種
制
度
の
相
互
的
な
連
関
性
の
中

で
編
成
さ
れ
た
組
織
が
有
機
体
と
し
て
の
社
会
の
全
体
性
に
く
み
す
る
場

合
を
、
関
は
〈
機
能
〉
と
措
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
マ
リ
ノ
フ
ス

キ
ー
的
な
意
味
へ
の
転
回
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
社
会
的
全
体
を
語
る
組
織
体
系
と
し
て
昔
話
を
動
機
づ
け

る
社
会
的
与
件
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
れ
を
関
は
生
命
の
直
接
的
な

保
証
に
つ
な
が
る
生
業
と
い
う
点
か
ら
捉
え
、「
農
神
を
祝
福
し
ま
た
は

昔
話
や
物
語
を
語
り
慰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
作
物
の
成
熟
を
祈
願
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
東
北
地
方
と
南
西
諸
島
で
は
「
昔
話
が
現
実

に
多
く
語
ら
れ
、
形
の
と
と
の
っ
た
昔
話
が
な
お
多
く
残
っ
て
い
る
」
点

に
注
目
し
つ
つ
、
そ
の
理
由
を
「
昔
話
が
単
な
る

0

0

0

娯
楽
で
な
く
、
生
産
と

関
係
し
て
機
能
を
も
っ
て
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
づ
け
る
（
関
、

一
九
八
一
、六
五
頁
）。　

　

そ
こ
に
は
周
縁
部
に
見
出
さ
れ
る
残
存
と
し
て
信
仰
の
姿
を
捉
え
る
視

点
と
と
も
に
、
生
業
と
密
接
に
結
び
付
き
、
字
義
通
り
「
語
り
慰
め
る
」

こ
と
で
儀
礼
に
よ
る
効
果
を
期
待
す
る
と
い
う
信
仰
生
活
へ
の
理
想
の
投

影
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
ハ
レ
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
時
空
間
の
中
で
物

語
ら
れ
る
こ
と
で
、
昔
話
に
は
社
会
統
合
と
そ
の
確
認
と
い
う
機
能
が
措

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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〈
単
な
る
娯
楽
で
は
な
い
〉
点
の
強
調
は
、〈
空
想
性
を
持
ち
な
が
ら
も

真
面
目
な
話
で
あ
る
〉
と
い
う
昔
話
の
両
義
性
を
暗
示
す
る
が
、
そ
れ
が

〈
単
な
る
娯
楽
〉
か
否
か
を
問
題
視
す
る
背
景
に
は
〈
昔
話
〉
か
ら
〈
笑

話
〉
を
弁
別
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。
関
は
諧
謔
的
な
笑
い

を
モ
テ
ィ
ー
フ
に
組
み
込
む
こ
と
で
「
ま
じ
め
な
モ
テ
ィ
ー
フ
を
笑
話
化

し
、
一
方
超
自
然
的
な
要
素
を
嘲
笑
的
に
誇
張
し
、
他
方
超
自
然
的
な
も

の
に
対
す
る
素
朴
な
信
仰
が
隠
さ
れ
て
い
る
」（
関
、
一
九
五
九
、三
三
～

三
四
頁
）
と
論
じ
て
お
り
、
昔
話
の
存
立
与
件
を
め
ぐ
っ
て
彼
自
身
、
他

者
を
嘲
る
一
時
的
な
〈
娯
楽
〉
と
真
面
目
な
〈
信
仰
〉
と
の
間
で
ダ
ブ
ル

バ
イ
ン
ド
的
な
思
考
の
膠
着
状
況
に
陥
っ
て
い
た
節
が
見
て
取
れ
る
。

　

だ
が
社
会
科
学
的
手
法
で
あ
る
機
能
主
義
を
昔
話
分
析
に
適
用
す
る
な

ら
ば
、
文
学
的
な
視
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
儀
礼
実
践
の
側
面
も
踏
ま
え
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
な
ら
ば
〈
信
仰
〉
の
具
体
的
表
現
と
し
て
の
儀
礼
と

の
関
連
に
つ
い
て
、
昔
話
を
め
ぐ
る
関
の
見
解
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た

の
か
。
自
身
も
編
者
と
し
て
加
わ
っ
た
『
日
本
民
俗
学
大
系
』（
一
九
五
八

～
一
九
六
〇
年
刊
行
、
全
十
三
巻
）
の
『
口
承
文
芸
』
と
題
さ
れ
た
第
十

巻
の
「
４　

民
話
の
種
類
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
（B.M

alinow
ski

）
も
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

こ
う
し
た
物
語
は
か
つ
て
は
祭
り
の
際
に
語
ら
れ
た
も
の
で
、
一
方
そ

の
聞
き
手
の
な
か
か
ら
将
来
の
語
り
手
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。（
中

略
）
し
か
し
祭
り
の
際
の
語
り
方
は
、
厳
粛
で
あ
っ
て
、
聞
き
手
は
古

く
か
ら
の
伝
承
を
自
ら
変
更
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
中

略
）
こ
こ
に
昔
話
の
伝
承
者
は
制
限
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
い
っ
た

ん
記
憶
し
た
昔
話
は
自
由
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
古
い

伝
承
形
式
が
比
較
的
に
ゆ
が
め
ら
れ
ず
に
伝
承
さ
れ
る
結
果
と
も
な
る

（
関
、
一
九
五
九
、一
九
～
二
〇
頁
）。

　

共
同
体
の
記
憶
を
「
祭
り
」
と
い
う
ハ
レ
の
時
空
間
へ
と
凝
集
さ
せ
る

生
命
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
影
先
と
し
て
昔
話
を
捉
え
る
関
の
ま
な
ざ
し

は
、
緊
張
感
を
伴
う
〈
神
聖
性
〉
の
局
面
へ
と
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
で
、

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
機
能
主
義
と
の
間
で
論
理
的
な
齟
齬
を
生
じ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
関
の
機
能
主
義
は
、
一
九
六
一
年
に
執
筆
さ
れ
、
東
洋
大
学
に

提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文
『
日
本
昔
話
の
社
会
性
に
関
す
る
研
究
』

で
一
応
の
結
末
を
迎
え
た
。
生
業
、
信
仰
な
ど
の
有
機
的
な
連
関
性
の
も

と
で
抽
出
さ
れ
た
機
能
は
モ
テ
ィ
ー
フ
に
関
す
る
議
論
と
し
て
結
実
し
、

昔
話
は
通
文
化
的
に
一
般
化
可
能
な
物
語
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は

関
が
昔
話
の
〈
機
能
〉
と
し
て
抽
出
し
た
儀
礼
的
側
面
、
及
び
幸
福
追
求

と
い
う
二
つ
の
点
（
前
掲
、
関
、
一
九
八
〇
）
よ
り
、
昔
話
の
多
く
が
選

択
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
を
〈
誕
生
・
通
過
儀
礼
（
成
年
式
）・
婚
姻
〉
の
三

つ
の
局
面
に
収
斂
さ
せ
、
昔
話
の
機
能
を
通
過
儀
礼
に
比
定
さ
せ
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
関
が
先
鞭
を
つ
け
た
日
本
の
昔
話
の
一
般

化
は
昔
話
の
機
能
を
〈
通
過
儀
礼
〉
と
い
う
一
局
面
に
収
束
さ
せ
る
こ
と

で
、
実
際
に
は
多
様
な
話
型
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
そ
の
豊
か
な
内
実

を
空
洞
化
さ
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
後
学
た
ち
が
現
実
の
〈
語
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り
の
場
〉
と
い
う
社
会
的
な
文
脈
と
の
連
関
性
か
ら
昔
話
の
機
能
を
解
釈

し
よ
う
と
す
る
観
点
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た

（
２
）要

因
の
一
つ
は
、
そ
こ
に
求

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二　

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
文
献
に
お
け
る
機
能
主
義

　

語
学
堪
能
な
関
を
し
て
機
能
主
義
に
対
す
る
認
識
を
誤
ら
せ
た
要
因
は

ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
機
能
主
義
が
日
本
人
研
究
者
を
対
象
と
し
た
〈
翻

訳
概
念
〉
で
あ
っ
た
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
理
論
の
誤
訳
と
い
う
問
題
以
上

に
、
引
用
、
要
約
さ
れ
た
箇
所
を
め
ぐ
る
原
典
と
の
文
脈
的
適
合
性
は
看

過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
彼
が
依
拠
し
た
マ
リ
ノ
フ
ス

キ
ー
文
献
へ
と
立
ち
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）
神
話
論
と
し
て
の
機
能
主
義

　

周
知
の
よ
う
に
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
功
利
主
義
的
な
個
人
と
い
う
立
場

か
ら
出
発
し
て
、
儀
礼
や
呪
術
が
一
人
一
人
に
も
た
ら
す
結
果
と
し
て
の

全
体
的
効
用
を
強
調
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共
通
す
る
と
さ
れ
る
〈
感

情
〉
に
解
釈
の
基
礎
を
置
い
て
お
り
、
そ
の
前
提
下
に
機
能
主
義
人
類
学

は
成
立
す
る
と
主
張
し
た
。
彼
の
機
能
主
義( 3

(

の
端
緒
は
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン

ド
諸
島
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
と
し
て
一
九
二
二
年
に
刊
行

さ
れ
た
著
作
『
西
太
平
洋
の
遠
洋
航
海
者
』
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
さ
ら

に
四
年
後
に
は
神
話
を
テ
ー
マ
と
し
た
分
析
も
試
み
て
い
る
。
関
が
昔

話
論
の
中
で
援
用
し
た
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
機
能
主
義
も
こ
の
論
文
か

ら
採
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
論
著
の
中
で
な
さ
れ
た
要
約
は
一
九
五
二

（
一
九
五
七
）、
一
九
五
五
、一
九
五
九
、一
九
六
一
年
の
四
回
だ
が
、
内
容

に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
く
、
一
九
五
五
年
の
注
に
は
原
典
の
他
に
翻
訳

書
（
国
分
敬
治
訳
『
神
話
と
社
会
』　

一
九
四
一
年　

創
元
社
）
も
参
考

に
し
た
形
跡
が
う
か
が
え
る
。
一
九
五
二
年
の
論
文
で
は
次
の
よ
う
に
要

約
さ
れ
て
い
る
。

マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
メ
ラ
ネ
ジ
ア
の
ト
ロ
ブ
リ
ア

ン
ド
島
の
土
人
た
ち
の
間
で
は
、
農
作
物
の
発
育
に
必
要
な
季
節
に
お

い
て
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
昔
話
を
語
る
こ
と
と
、
農
耕
と
深
い
関
係

が
あ
る
。
こ
の
島
で
は
物
語
に
三
つ
の
様
式
が
あ
る
。
第
一
は
リ
リ
ウ

ム
と
よ
ば
れ
、
畏
敬
す
べ
き
も
の
、
神
聖
な
物
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

第
二
は
歴
史
的
な
説
明
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
じ
め

な
叙
述
の
た
め
に
、
ま
た
社
会
的
な
功
名
心
を
充
足
せ
し
む
る
た
め
に

語
ら
れ
る
。
そ
の
三
は
ク
ク
ワ
ネ
ブ
と
よ
ば
れ
娯
楽
の
た
め
に
語
ら
れ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
概
念
に
し
た
が
え
ば
、
神
話
と
伝
説
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
い
ま
こ
こ

で
問
題
に
し
て
い
る
昔
話
で
あ
る

4

4

4

4

4

。
／
ク
ク
ワ
ネ
ブ
は
十
一
月
の
田
園

の
仕
事
も
は
じ
ま
ら
ず
、
漁
撈
期
に
も
未
だ
は
い
ら
な
い
季
節
に
炉
辺

で
行
わ
れ
る
。
こ
れ
を
語
る
と
、
新
し
い
作
物
に
有
効
な
影
響
を
与
え

る
と
い
う
信
仰
が
あ
る
。
こ
の
物
語
が
行
わ
れ
る
季
節
は
田
園
の
作
物

が
発
芽
し
て
、
ク
ク
ワ
ネ
ブ
の
呪
的
効
果
が
現
わ
れ
、
こ
れ
か
ら
仕
事

が
は
じ
ま
ろ
う
と
い
う
季
節
で
あ
り
、
こ
れ
を
語
る
時
は
一
日
中
の
適
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当
な
時
刻
に
な
さ
れ
る
。
そ
の
効
果
を
一
層
あ
げ
る
た
め
に
は
、
最
後

に
小
唄
が
う
た
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
あ
る
野
生
の
植
物
に
あ
る
暗
示

を
与
え
る
と
信
じ
ら
れ
、
物
語
は
一
定
の
演
技
を
も
っ
て
な
さ
れ
、
そ

れ
が
ま
た
大
い
な
る
効
果
を
も
つ
。
こ
の
物
語
の
内
容
は
誰
で
も
し
っ

て
い
る
が
、
部
落
の
特
定
の
人
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
、
こ
の
伝
承
者
に

よ
っ
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
狩
猟
民
族
の
慣
習

と
も
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
の
話
は
そ
の
伝
承
者
は
何
人
か
に
ひ
き
つ
ぎ
、

そ
の
話
術
を
教
え
る
義
務
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
技
巧
が
こ
こ

に
お
い
て
は
は
な
は
だ
重
要
な
要
素
と
な
る
。
物
語
の
主
要
目
的
は
、

心
か
ら
笑
い
を
ひ
き
起
こ
す
よ
う
に
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
関
、

一
九
五
七
、二
二
九
～
二
三
〇
頁　

傍
点
・
金
子
）。

　

関
は
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
機
能
主
義
の
論
点
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
以
下

の
よ
う
な
批
判
を
展
開
す
る
。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
「
い
か
な
る
未
開
の
物
語
の
機
能
的
、
文
化
的
、

実
用
的
な
面
も
、
テ
キ
ス
ト
と
同
じ
く
、
そ
の
制
定
、
体
現
、
前
後
関

係
に
現
れ
て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
れ
は
要
す
る

に
物
語
の
解
釈
に
先
立
っ
て
、
あ
る
部
族
の
生
活
に
関
す
る
社
会
組
織

の
み
な
ら
ず
、
あ
る
物
語
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
行
動
に
つ
い
て

の
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
覚
え
書
の
必
要
を
力
説
し
て
い
る
。（
中
略
）
し
か

し
か
れ
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
物
語
の
内
容
を
示
し
て
い
な
い
。
し
か
も
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
な
る
比
較
資
料
も
か
れ
の
研
究
の
な
か
に
引
用
さ
れ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い
な
い
。
ま

た
異
な
っ
た
文
化
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
（
昔
話
）
の
機
能
的
研
究

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
結
果
に
つ
い
て
も
、
ま
た
研
究
方
法
に
つ
い
て
も
提
案
さ
れ
て
い
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い4

。
そ
う
し
た
比
較
研
究
も
な
い
の
で
、
か
れ
の
研
究
は
単
に
ト
ロ

ブ
リ
ア
ン
ド
の
文
化
に
つ
い
て
の
み
に
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
関
、

一
九
六
〇
、三
九
～
四
〇
頁　

傍
点
・
金
子
）。

　

確
か
に
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
研
究
は
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
よ
う

に
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
に
閉
じ
、
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
か
ら
世
界
全
体
の
意
味

を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
彼
の
精
緻
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

に
よ
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
で
普
遍
と
さ
れ
る
物

語
の
三
つ
の
様
式
を
見
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
前
に
引
用
し
た
よ

う
に
、
関
は
「
わ
れ
わ
れ
の
概
念
に
し
た
が
え
ば
」
と
前
置
き
を
し
て
、

こ
れ
を
〈
神
話
〉〈
伝
説
〉〈
民
話
〉
に
置
換
す
る
。
三
者
を
分
か
つ
要
因

と
し
て
は
、
同
じ
英
国
の
ソ
フ
ィ
ア
・
バ
ー
ン
に
よ
る
『H

andbook 
of Folklore

』（
一
九
一
二
年
、
岡
正
雄
訳
『
民
俗
学
概
論
』
一
九
二
七

年　

岡
書
院
）
以
来
の
〈
信
じ
ら
れ
て
い
る
／
信
じ
ら
れ
て
い
な
い
〉
を

指
標
と
す
る
類
別
法
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
マ
リ
ノ
フ
ス

キ
ー
の
原
典
（B.S.M

alinow
ski,M

agic,Science and Religion 
and other essays; M

yth in Prim
itive Psychology,1926

）
と

照
合
す
る
と
、
関
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
適
用
の
意
図
が
う
か
が
え
る
。

私
は
こ
の
定
義
の
目
的
の
た
め
に
故
Ｃ
・
Ｓ
・
バ
ー
ン
と
Ｊ
・
Ｌ
・
マ

イ
ア
ー
ス
教
授
に
よ
る
『
人
類
学
に
お
け
る
注
記
と
質
問( 4

(

』
に
示
唆
さ
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れ
る
分
析
を
選
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。「
物
語
、
諺
そ
し
て
唄
」
と
い
う

表
題
の
も
と
で
我
々
は
「
こ
の
節
は
理
由
、
想
像
力
、
記
憶
を
鍛
え
る

た
め
の
最
も
原
初
的
な
試
み
を
表
現
す
る
人
間
に
関
す
る
多
く
の
知

的
な
努
力
を
含
ん
で
い
る
」
と
告
げ
ら
れ
る
。
我
々
は
よ
り
重
要
な
感

動
、
関
心
と
功
名
心
、
全
て
の
物
語

4

4

4

4

4

（stories

）
の
社
会
的
な
役
割
、

4

4

4

4

4

4

4

4

そ
し
て
文
化
的
な
価
値
と
の
深
い
結
び
つ
き

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
一
体
ど
こ
に
残
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
疑
問
を
抱
く
。（
中
略
）
豊
か
な
実
体
は
「
知

的
成
果
」
と
さ
れ
、
実
用
的
な
関
心
の
か
ら
む
住
民
文
化
や
社
会
組
織

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
外
側
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
そ
の
扱
い
方
全
て
は

我
々
に
は
間
違
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
神
話
が
単
な
る
物

語
（stories

）
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、（
中
略
）
生
き

た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
生
活
の
中
で
な
く
紙
上
で
ど
の

よ
う
に
見
え
る
か
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

定
義
は
、
神
話
の
性
質
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
こ
と
も
、
民
話
（folk 

tales

）
の
満
足
な
分
類
へ
と
達
す
る
こ
と
を
も
不
可
能
に
し
て
し
ま

う
。（
中
略
）
神
話
の
後
に
続
く
、
伝
説
や
お
伽
噺
（fairy tales

）

の
定
義
に
つ
い
て
も
同
意
は
出
来
な
い
。（
中
略
）
そ
れ
は
語
り

4

4

（narrative

）
を
単
に
書
き
留
め
る
だ
け
で
観
察
者
を
満
足
さ
せ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
ま
う
か
ら
だ
。
物
語

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（story

）
の
知
的
性
質
は
テ
キ
ス
ト
だ
け
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

費
や
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
あ
ら
ゆ
る
住
民
の
物
語

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（native tales

）

の
機
能
的
、
文
化
的
、
そ
し
て
実
用
的
側
面
は
、
テ
キ
ス
ト
の
中
に
お

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い
て
と
同
様
に
、
そ
の
演
出
、
具
体
的
な
表
現
、
文
脈
的
な
関
係
な
ど

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
中
に
現
れ
る
の
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

。
物
語
（story

）
を
書
き
留
め
る
こ
と
は
、
そ

れ
が
生
活
に
入
り
込
む
広
く
複
雑
な
道
筋
を
観
察
し
た
り
、
そ
れ
が
入

る
広
い
社
会
的
、
文
化
的
現
実
を
観
察
し
て
そ
の
機
能
を
研
究
す
る
よ

り
容
易
い
（M

alinow
ski,1948,p.108

‐p.111　
一
九
九
七
年
訳

を
元
に
金
子
改
訳
、
カ
ッ
コ
内
、
傍
点
・
金
子
）。

　

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
問
題
関
心
は
明
ら
か
に
物
語
が
語
ら
れ
る
社
会
的

な
文
脈
に
注
が
れ
、
こ
れ
に
〈
機
能
〉
と
い
う
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
で

物
語
を
類
別
し
、
そ
の
相
互
関
係
か
ら
生
体
と
し
て
の
社
会
全
体
に
作

用
す
る
意
味
を
捉
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
と
い

う
局
所
に
見
ら
れ
る
神
話
な
ど
の
説
話
を
対
象
に
、
そ
れ
が
社
会
全
体
に

い
か
に
作
用
し
て
い
る
か
を
〈
機
能
主
義
〉
と
い
う
枠
組
に
照
ら
し
て
分

析
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
説
話
研
究
に
比
重
を
置
く
関
は
、
マ
リ

ノ
フ
ス
キ
ー
の
理
論
を
あ
る
部
分
は
理
解
し
つ
つ
も
、
な
お
理
解
の
及
ば

な
い
部
分
も
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
は
関
が
、
マ
リ
ノ

フ
ス
キ
ー
の
取
り
上
げ
た
昔
話
を
「
わ
れ
わ
れ
の
概
念
」
と
混
同
し
た
要

因
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
も
つ
れ
た
論
理
の
糸
を
解
き
ほ
ぐ
す
鍵
は

「
物
事
の
存
在
、
発
生
を
説
明
す
る
の
を
目
的
」
と
す
る
〈
神
話
（
リ
リ

ウ
）〉
の
残
存
と
し
て
〈
お
と
ぎ
話
、
あ
る
い
は
特
別
の
民
話
（
ク
ク
ワ

ネ
ブ
）〉
を
捉
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
相
互
の
織
り
成
す
関
係
を

さ
ら
に
〈
伝
説
（
リ
ブ
ウ
ォ
グ
ウ
ォ
）〉
と
の
関
連
性
か
ら
マ
リ
ノ
フ
ス

キ
ー
の
文
脈
に
即
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
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（
２
）
理
論
枠
組
適
用
の
陥
穽

　

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
民
話
、
伝
説
、
神
話
の
三
者
の
関
係
を
以
下
の
よ

う
に
整
理
す
る
。

　

も
し
最
初
の
も
の
が
娯
楽
の
た
め
に
語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
第
二
の
も

の
は
真
面
目
な
叙
述
を
す
る
た
め
や
、
社
会
的
な
威
信
を
満
足
さ
せ
る

た
め
に
語
ら
れ
る
。
第
三
の
も
の
は
単
に
真
実
な
も
の
と
し
て
で
は
な

く
、
尊
ぶ
べ
き
、
そ
し
て
神
聖
な
も
の
と
見
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ

は
非
常
に
重
要
な
文
化
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
我
々
が
知
っ
て
い

る
よ
う
に
「
民
話
」
は
季
節

4

4

に
応
じ
て
語
ら
れ
る
社
交
を
目
的
と
し
た

活
動
で
あ
り
、
異
常
な
現
実
と
の
接
触
に
よ
り
生
ず
る
「
伝
説
」
は
過

去
の
歴
史
的
な
回
想
を
引
き
出
す
。「
神
話
」
は
、
儀
礼
、
儀
式
、
ま

た
は
社
会
的
な
い
し
は
、
倫
理
的
な
規
則
が
、
そ
の
正
当
化
す
る
理
由
、

古
代
性
の
根
拠
、
真
実
性
、
お
よ
び
神
聖
性
を
要
求
す
る
時
に
初
め
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

働
い
て
く
る

4

4

4

4

4

（M
alinow

ski,1948,p.107　
一
九
九
七
年
訳
を
元
に

金
子
改
訳　

傍
点
・
金
子
）。

　

こ
の
よ
う
に
語
る
時
と
目
的
に
比
重
を
置
い
た
分
類
は
、
機
能
を
及
ぼ

す
対
象
と
想
定
さ
れ
る
〈
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
と
い
う
未
開
社
会
〉
を
前
提

に
し
た
場
合
に
成
立
可
能
な
概
念
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
〈
信
じ
ら
れ
て
い

る
／
信
じ
ら
れ
て
い
な
い
〉
と
い
う
図
式
で
は
な
く
、〈
語
る
時
と
目
的

を
有
す
る
か
否
か
〉
が
認
識
上
の
基
準
と
さ
れ
る
。
神
話
（
リ
リ
ウ
）
と

民
話
（
ク
ク
ワ
ネ
ブ
）
が
〈
語
る
時
と
目
的
を
有
す
る
〉
の
に
対
し
、
伝

説
（
リ
ブ
ウ
ォ
グ
ウ
ォ
）
は
〈
語
る
時
と
目
的
を
有
す
る
も
の
で
は
な

い
〉。
だ
が
、
そ
の
境
界
は
い
さ
さ
か
不
明
瞭
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

第
一
に
、
神
話
と
民
話
と
の
関
係
で
あ
る
。〈
語
る
時
〉
は
両
者
と
も

に
確
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
先
の
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
記
述
に
従
え
ば
、

民
話
は
祭
り
と
い
う
特
定
の
時
、
そ
れ
も
終
結
に
向
か
い
、
屋
内
に
閉
じ

こ
も
る
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
季
節
に
限
定
さ
れ
た
形
で
存
在
す
る
。

す
べ
き
事
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
暇
つ
ぶ
し
を
目
的
に
笑
い
を
も
よ
お
さ
せ

る
よ
う
な
話
が
好
ま
れ
て
語
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
没
後
に
刊
行
さ

れ
た
『
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
日
記
』（
谷
口
佳
子
訳
、
一
九
八
七
年　

平
凡

社
）
に
は
ク
ク
ワ
ネ
ブ
の
卑
猥
さ
に
当
惑
し
、
閉
口
す
る
彼
自
身
の
姿
が

描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
神
話
の
場
合
も
信
仰
に
よ
る
神
聖
さ
は
不
可
欠
と

さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
祭
り
の
よ
う
に
具
体
的
な
定
め
ら
れ
た
時
だ
け
で
は

な
く
、
要
求
さ
れ
る
時
に
の
み
発
動
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
目
的
は
明

瞭
で
あ
り
な
が
ら
も
、
厳
密
に
は
時
の
不
確
定
性
が
神
話
の
特
性
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
た
。

　

第
二
に
、
伝
説
と
神
話
、
民
話
と
の
関
係
で
あ
る
。
何
よ
り
〈
信
じ
ら

れ
て
い
る
〉
と
い
う
点
を
髣
髴
と
さ
せ
る
瞬
間
は
、
大
規
模
な
遠
征
隊
を

組
ん
で
の
危
険
な
〈
ク
ラ
〉
の
航
海
中
を
お
い
て
他
に
な
い
。
彼
は
前
出

の
『
西
太
平
洋
の
遠
洋
航
海
者
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

特
別
に
伝
統
に
通
じ
、
話
好
き
の
一
人
が
、
あ
る
自
分
の
体
験
を
物
語
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る
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
他
の
人
々
が
あ
い
づ
ち
を
打
ち

4

4

4

4

4

4

4

、
コ
メ
ン
ト
を

加
え
、
彼
ら
自
身
の
話
を
語
る
。
彼
ら
が
一
般
的
に
信
じ
て
い
る
も
の

に
関
す
る
話
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
間
若
者
た
ち
は
十
分
な
じ
み
深
い
、

だ
が
、
い
つ
も
新
た
な
興
味
を
以
て
聞
く
そ
の
話
に
耳
を
傾
け
る
こ
と

に
な
ろ
う
（M

alinow
ski,1922,p.234　

一
九
八
〇
年
訳
を
元
に
金

子
改
訳　

傍
点
・
金
子
）。

　

信
仰
心
や
特
定
の
型
が
存
在
せ
ず
と
も
特
定
の
話
し
好
き
の
人
々
が
あ

り
、
ま
た
あ
い
づ
ち
を
機
に
話
を
始
め
る
ル
ー
ル
が
あ
る
点
か
ら
、
伝
説

の
中
に
民
話
的
な
特
性
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
伝
説

の
内
容
が
個
人
の
経
験
に
限
定
さ
れ
る
点
は
民
話
と
の
決
定
的
な
違
い
で

あ
る
。
そ
れ
は
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
言
う
よ
う
に
話
し
好
き
な
ト
ロ
ブ
リ

ア
ン
ド
の
人
々
の
性
向
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
ら
が
ク
ラ
の
機
会
ご
と
に

自
己
や
家
、
村
の
来
歴
を
名
誉
と
し
て
語
り
た
が
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
ら
の
一
人
が
私
に
、
長
い
紐
を
通
し
た
細
い
赤
い
物
と
使

い
古
し
の
大
き
な
白
い
物
を
見
せ
て
く
れ
る
。
い
ず
れ
も
不
細
工
で
、

触
る
と
べ
た
つ
く
。
彼
は
ま
た
う
や
う
や
し
さ
を
以
っ
て
そ
れ
ら
の
名

前
を
言
い
、
い
つ
誰
が
そ
れ
ら
を
身
に
付
け
た
か
、
ど
の
よ
う
に
所
有

者
が
転
々
と
変
わ
っ
て
き
た
か
、
そ
れ
を
一
時
的
に
所
有
す
る
こ
と
が

い
か
に
重
要
な
地
位
の
印
で
あ
り
、
村
の
栄
光
で
あ
る
か
、
と
い
う
歴

史
を
語
る
だ
ろ
う
（
前
掲
、1922,p.89

）。

　

特
定
の
人
間
を
英
雄
に
祀
り
上
げ
、
そ
れ
を
家
や
村
の
歴
史
へ
と
還
元

さ
せ
る
ク
ラ
の
航
海
は
、
そ
の
途
次
で
目
印
と
さ
れ
る
巨
大
な
波
や
岩
礁
、

岬
等
を
根
拠
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
ま
さ
し
く
〈
伝
説
〉
簇
生

の
源
泉
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。
関
が
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
か
ら
読
み
取
っ
た

〈
伝
説
〉
と
は
「
第
二
は
歴
史
的
な
説
明
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
ま
じ
め
な
叙
述
の
た
め
に
、
ま
た
社
会
的
な
功
名
心
を
充
足
せ
し

む
る
た
め
に
語
ら
れ
る
」（
前
掲
、
関
、
一
九
五
七
）
と
し
た
先
の
記
述

の
よ
う
に
、
語
る
目
的
性
と
い
う
点
に
特
化
さ
れ
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
が

語
る
〈
ク
ラ
航
海
〉
中
と
い
う
〈
語
る
時
〉
に
つ
い
て
は
見
落
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
し
た
〈
伝
説
〉
理
解
は
後
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
伝
説
〉
と
〈
神
話
〉
を
つ
な
ぐ
も
の
と
は

何
か
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、〈
神
話
〉
の
特
性
は
語
る
目
的
を
明
瞭

と
し
つ
つ
、
語
ら
れ
る
時
が
不
確
定
と
い
う
点
に
あ
る
。
対
す
る
〈
伝
説
〉

は
語
る
根
拠
が
存
在
し
、
ク
ラ
の
よ
う
に
時
と
場
を
持
つ
こ
と
で
歴
史
的

に
反
復
さ
れ
る
英
雄
な
い
し
村
の
語
り
と
な
る
。
両
者
の
関
係
は
一
見
対

立
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
。
だ
が
〈
神
話
〉
は
呪
術
や
儀
礼
で
唱
え
ら
れ

る
呪
文
に
引
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
他
に
、
ク
ラ
に
代
表
さ
れ
る
「
儀
礼

的
交
易
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
の
規
則
、
呪
術
、
地
理
的
な
ル
ー
ト
さ

え
も
が
相
当
す
る
神
話
を
以
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
る
」（
前
掲,1922,p107

）

と
も
説
明
さ
れ
る
。
現
象
論
に
限
定
し
て
言
え
ば
、〈
神
話
〉〈
伝
説
〉
の

相
互
の
結
び
付
き
は
ク
ラ
が
媒
介
項
と
な
っ
て
お
り
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー

が
描
い
た
の
は
、
そ
う
し
た
社
会
の
全
体
性
に
お
け
る
〈
民
話
〉
→
〈
伝
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説
〉
→
〈
神
話
〉
の
連
関
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
説
話
の
説
明
順
序
と
い
う
点
で
あ
る
。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー

は
〈
神
話
〉
を
最
も
重
要
な
物
語
と
位
置
づ
け
、「『
神
聖
な
物
語
ま
た
は

神
話
』
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
を
伝
説
と
対
比
す
る
こ
と
で
全
て
の
三
種
類

の
物
語
の
性
質
が
信
頼
に
足
る
状
態
に
到
達
す
る
」（
前
掲
、1922,p.107

）

と
説
明
す
る
。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
思
考
で
は
〈
民
話
〉
→
〈
伝
説
〉
→

〈
神
話
〉
と
い
う
順
が
有
機
的
な
連
関
性
を
も
っ
て
働
い
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
関
の
先
の
説
明
と
対
比
す
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

昔
話
の
分
析
を
主
題
と
す
る
意
味
が
大
き
い
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
順
序

を
通
し
て
場
に
作
用
し
て
い
た
意
味
的
な
連
関
は
完
全
に
崩
れ
、〈
神
話
〉

→
〈
伝
説
〉
→
〈
昔
話
〉
と
説
明
の
ベ
ク
ト
ル
は
逆
に
作
用
し
て
い
る
。

お
わ
り
に
―
原
典
と
翻
訳
と
の
間
で
―

　

以
上
、
西
欧
の
研
究
者
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
機
能
主
義
と
い
う
理
論

枠
組
が
文
化
を
異
に
す
る
日
本
的
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
導
入
さ
れ
た
経

緯
に
注
目
し
、
語
学
堪
能
な
関
敬
吾
と
い
う
〈
説
話
〉
を
主
と
す
る
文
化

研
究
者
に
よ
る
関
与
の
あ
り
方
を
検
証
し
て
き
た
。
説
話
を
め
ぐ
る
社
会

研
究
に
限
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
関
の
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
解
釈
に
は
時
に

自
己
の
研
究
方
向
へ
の
誘
導
手
段
と
し
て
意
図
的
に
適
用
さ
れ
て
い
た
痕

跡
が
認
め
ら
れ
る
。
語
り
の
内
容
と
そ
れ
が
息
づ
く
時
と
場
と
の
相
互
連

関
を
当
該
社
会
に
お
い
て
分
析
す
る
と
い
う
〈
機
能
主
義
〉
の
目
標
の
下
、

〈
民
話
〉〈
伝
説
〉〈
神
話
〉
の
順
番
す
ら
当
初
の
意
図
か
ら
乖
離
し
た
も

の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
三
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
説
話
の
社
会
性
と
い
う
問
題
を
、
狩
猟
、
農
耕
と
い
う
生
業

と
関
与
す
る
信
仰
性
の
範
囲
内
に
留
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
関
が
漁
業
と
い
う
も
う
一
つ
の
生
業
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
見
落
と
し

て
い
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
生
業
に
よ
る
信
仰
形
態
の
反
映
と
し
て
の
説
話

世
界
と
い
う
理
論
的
一
般
化
も
不
充
分
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

第
二
に
、
機
能
主
義
に
対
す
る
関
の
誤
解
と
い
う
点
で
あ
る
。
説
話
か

ら
社
会
の
全
体
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
説

話
研
究
は
機
能
主
義
的
実
験
で
あ
っ
た
。
他
方
、
説
話
研
究
が
目
的
化
し

た
関
の
議
論
で
は
、
昔
話
が
語
ら
れ
る
時
と
場
に
お
け
る
ハ
レ
へ
の
一
元

化
、
さ
ら
に
は
通
過
儀
礼
へ
の
収
束
、
ま
た
有
機
的
連
関
性
に
よ
る
〈
民

話
〉
→
〈
伝
説
〉
→
〈
神
話
〉
と
い
う
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
説
明
順
序
の
等

閑
視
な
ど
、
昔
話
の
一
般
化
を
追
求
す
る
に
性
急
す
ぎ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

第
三
に
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
と
い
う
異
文
化

理
解
を
目
的
と
し
て〈
翻
訳
〉さ
れ
た〈
原
典
〉と
い
う〈
二
重
の
翻
訳
〉
が

ま
ず
は
存
在
し
、
こ
れ
に
自
文
化
に
よ
る
理
解
を
介
し
た
〈
三
重
の
翻
訳
〉

と
い
う
経
緯
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
重
的
な
文
化
の
異
種
混
淆
性
に
拘
束
さ

れ
た
〈
翻
訳
文
化
〉
と
い
う
新
た
な
知
の
形
成
過
程
と
も
換
言
さ
れ
る
。

　

か
く
し
て
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
機
能
主
義
は
〈
似
て
非
な
る
機
能
主
義
〉

と
し
て
日
本
に
受
容
さ
れ
、
そ
れ
が
後
続
の
説
話
研
究
に
定
着
す
る
こ
と

に
な
る
（
金
子
、
二
〇
〇
八
参
照
）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
文
化

翻
訳
に
よ
る
ズ
レ
と
い
う
現
象
の
解
読
は
従
来
の
学
説
史
の
範
疇
で
は
捉
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え
き
れ
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
問
題
群
へ
の
取
り
組
み
を
〈
理

論
史
〉
と
仮
称
し
て
お
き
た
い
。

注（
１
） 

同
年
五
月
に
岩
波
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
民
話
』
を
指
す
。
同

書
名
は
民
話
運
動
と
の
絡
み
で
物
議
を
か
も
し
た
が
、
一
九
八
〇

年
ま
で
の
二
五
年
間
で
九
刷
ま
で
版
を
重
ね
た
。

（
２
） 

本
稿
は
関
の
「
機
能
」
の
概
念
的
曖
昧
さ
を
指
摘
す
る
声
（
高
木
、

一
九
八
七
、三
九
〇
頁
）
を
受
け
、
関
に
よ
る
翻
訳
概
念
化
の
時
点

で
問
題
の
芽
が
既
に
潜
ん
で
い
た
と
の
観
点
か
ら
、
彼
の
翻
訳
を

元
に
研
究
を
進
め
て
き
た
後
発
の
人
々
に
よ
る
「
機
能
」
と
い
う

術
語
の
用
い
ら
れ
方
に
注
目
す
る
。
た
と
え
ば
関
の
説
話
研
究
の

批
判
的
継
承
者
の
一
人
・
野
村
純
一
は
語
り
手
と
場
と
の
有
機
的

関
係
か
ら
、
信
仰
を
軸
と
し
た
説
話
の
「
機
能
」
と
い
う
問
題
を

論
じ
た
が
（
野
村
、
一
九
八
四
）、
説
話
が
い
か
に
信
仰
と
連
関
し

あ
い
、
い
か
に
社
会
の
全
体
性
に
「
機
能
」
し
て
き
た
か
ま
で
は

看
過
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
「
説
話
を
語
る
」
こ
と
が
も
た
ら
す
権
力

関
係
な
ど
の
動
態
的
側
面
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
議
論
に
は
な
り
え

な
か
っ
た
（
金
子
、
二
〇
〇
八
、七
二
―
七
三
頁
）。
説
話
研
究
に

お
け
る
野
村
の
影
響
力
を
考
慮
す
る
と
、「
後
学
た
ち
」
一
人
ず
つ

の
仕
事
を
あ
げ
る
よ
り
、
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
既
に
筆
者
が
発

表
し
た
野
村
純
一
批
判
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

（
３
） 

同
年
、
ラ
ド
ク
リ
フ
＝
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
ア
ン
ダ
マ
ン
島
民
』
が
刊

行
さ
れ
（
脱
稿
は
一
九
一
四
年
。
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
り
遅
延
）、

い
わ
ゆ
る
〈
社
会
学
的
機
能
主
義
〉
が
誕
生
し
た
。
個
々
の
文
化

の
要
素
間
の
比
較
を
通
じ
て
抽
出
さ
れ
た
社
会
構
造
を
中
心
に
普

遍
的
な
理
論
化
を
意
図
し
た
も
の
で
、
博
士
論
文
の
審
査
を
務
め

た
鈴
木
栄
太
郎
を
介
し
、
関
が
こ
れ
に
接
し
た
可
能
性
も
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
考
究
は
他
日
を
期
す

こ
と
に
し
た
い
。

（
４
）
年
代
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
バ
ー
ン
の
執
筆
が
一
九
一
二
年

の
こ
と
で
、
内
容
も
一
致
す
る
点
か
ら
、
第
四
版
のBarbara 
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に
よ
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と
考
え
ら
れ
る
。
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