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Dying in the Moment, Living the Moment : Hero Epics, 
Memory, and Mourning the Dead in Tsushima Yukoʼs 

The Golden Dream Song

FUJITA, Mamoru

Abstract

　　This article argues that Tsushima Yukoʼs novel The Golden Dream 
Song（2010） enters into dialogue with the oral literature and myths of 
Eurasia, and through this lens takes up the topics of memory and mourn-
ing. The complex interplay of the grammatical person, especially the fre-
quent change between the first person and the second person in the nar-
rative, echoes the Aynu oral narratives, leads to the questioning of 
boundaries between humans and animals, and creates an erasure and re-
versal of the flow of time through the recurring refrain “totto totto tan 
to.” This enables the female protagonist to enter into dialogical relation-
ship with both her deceased son and with all the boy protagonists of 
Eurasian hero epics.
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そ
の
一
瞬
に
死
に
、
そ
の
一
瞬
を
生
き
る 

　

―
　

津
島
佑
子
『
黄
金
の
夢
の
歌
』
に
お
け
る 

　
　
英
雄
叙
事
詩
・
記
憶
・
死
者
の
追

（
1
（悼

藤　

田　
　
　

護

ray he ne ya

　　
　
　
　
　
　
　
　
　

死
ん
だ
の
か

m
okor he ne ya　

　
　
　
　
　
　
　

眠
っ
た
の
か

（
ア
イ
ヌ
語
の
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
常
套
句
の
一

（
2
（

つ
）

〇
．
は
じ
め
に

　

津
島
佑
子
『
黄
金
の
夢
の
歌
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
、
講
談
社
文
庫
版
は
二
〇
一
三
年
）
の
冒
頭
は
、
以
下
の
よ
う
に
始

ま
（
3
（

る
―

　

リ
ン
ゴ
が
あ
っ
た
。
と
て
も
小
さ
な
リ
ン
ゴ
、
幼
い
子
ど
も
の
握
り
こ
ぶ
し
ほ
ど
の
リ
ン
ゴ
が
十
個
以
上
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
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入
っ
て
い
た
。
小
さ
く
て
も
、
黄
色
と
赤
の
色
が
あ
ざ
や
か
に
ひ
か
っ
て
い
る
。

　

そ
の
ひ
と
つ
を
、
あ
な
た
は
自
分
の
手
に
の
せ
る
。
鶏
肉
、
ナ
ン
と
ジ
ャ
ム
、
魔
法
瓶
に
入
っ
た
紅
茶
と
い
う
、
ピ
ク
ニ
ッ

ク
と
し
て
は
ぜ
い
た
く
と
も
感
じ
ら
れ
る
ラ
ン
チ
で
、
す
で
に
あ
な
た
の
お
な
か
は
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
。
と
き
は
、
昼

の
一
時
ご
ろ
、
あ
な
た
は
眠
気
に
お
そ
わ
れ
な
が
ら
、
ビ
ニ
ー
ル
の
シ
ー
ト
に
坐
り
つ
づ
け
る
。 

（「
0
、」、
七
頁
）

リ
ン
ゴ
は
、
津
軽
を
、
し
た
が
っ
て
太
宰
治
（
津
島
佑
子
の
父
）
を
連
想
さ
せ
る
。
し
か
し
後
に
続
く
「
と
て
も
小
さ
な
リ
ン
ゴ
、

幼
い
子
ど
も
の
握
り
こ
ぶ
し
ほ
ど
の
リ
ン
ゴ
が
十
個
以
上
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
が
日
本
で
知
ら
れ
て
い
る
リ
ン
ゴ
で
は
な
い
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
違
和
感
を
即
座
に
抱
か
せ
る
。
こ
こ
に
は
、
父
（
太
宰
治
）
を
連
想
さ
せ
つ
つ
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
裏
切
る
か

の
よ
う
な
反
転
が
あ
る
。「
あ
な
た
」
は
「
眠
気
に
お
そ
わ
れ
」
る
が
、
自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
読
者
は
、

一
気
に
異
世
界
へ
と
誘
な
わ
れ

（
4
（

る
。
そ
し
て
、「
幼
い
子
ど
も
の
握
り
こ
ぶ
し
ほ
ど
の
リ
ン
ゴ
が
十
個
以
上
」
と
い
う
表
現
は
、
幼

い
子
ど
も
の
集
合
体
を
指
し
示
し
て
も
お
り
、
こ
こ
に
既
に
、
み
な
し
ご
の
男
の
子
が
戦
闘
を
繰
り
広
げ
る
英
雄
叙
事
詩
の
世
界
が
、

そ
し
て
他
の
男
の
子
た
ち
や
主
人
公
の
早
逝
し
た
息
子
も
含
め
た
「
夢
の
歌
」
の
世
界
が
、
指
し
示
さ
れ
て
も
い
る
。

　
『
黄
金
の
夢
の
歌
』
は
、
津
島
佑
子
の
晩
年
の
長
編
小
説
で
あ
る
。「
あ
な
た
」
や
「
わ
た
し
」
と
し
て
指
し
示
さ
れ
る
、
作
者
津

島
佑
子
を
思
わ
せ
る
主
人
公
は
、
自
分
が
父
親
を
通
じ
て
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
祖
先
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
も
ち
、
英

雄
叙
事
詩
「
マ
ナ
ス
の
歌
」
を
聞
き
に
二
〇
〇
八
年
の
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
キ
ル
ギ
ス
を
旅
す
る
。
こ
の
旅
の
記
憶
に
、
同
じ
年

の
九
月
の
中
国
黒
竜
江
省
お
よ
び
内
蒙
古
自
治
区
へ
の
旅
の
記
憶
が
挟
み
込
ま
れ
、
両
者
は
交
互
に
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま

た
、
こ
の
記
録
の
折
々
に
、
二
〇
一
〇
年
の
時
点
で
キ
ル
ギ
ス
の
民
主
化
を
求
め
る
政
変
の
帰
趨
を
案
じ
て
い
る
書
き
手
が
姿
を
現
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し
、
さ
ら
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
遊
牧
民
族
に
関
す
る
文
献
資
料
が
幾
つ
か
の
箇
所
で
引
用
・
挿
入
さ
れ
、
紀
行
文
に
は
ユ
ー
ラ
シ
ア

の
遊
牧
民
の
世
界
と
日
本
人
の
歴
史
的
接
点
が
随
所
に
示
さ
れ
る
。
こ
の
物
語
の
主
人
公
は
息
子
を
小
さ
く
し
て
亡
く
し
て
お
り
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
の
英
雄
叙
事
詩
（
こ
こ
で
は
「
夢
の
歌
」
と
呼
ば
れ
る
）
の
主
人
公
で
あ
る
少
年
た
ち
と
死
ん
だ
息
子
を
重
ね
合

わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

こ
の
『
黄
金
の
夢
の
歌
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
る
『
ジ
ャ
ッ
カ
・
ド
フ
ニ

―
海
の
記
憶
の
物
語
』（
集
英
社
、

二
〇
一
六
年
、
集
英
社
文
庫
版
は
上
下
巻
二
〇
一
八
年
）
と
並
び
、
ア
イ
ヌ
語
と
ア
イ
ヌ
語
で
演
唱
さ
れ
る
口
承
文
学
が
下
敷
き
に

さ
れ
て
い

（
5
（

る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
英
雄
叙
事
詩
（「
夢
の
歌
」）
を
考
え
る
際
に
も
、
常
に
ア
イ
ヌ
語
の
英
雄
叙
事
詩
が
参
照
項
と
し
て

あ
（
6
（

る
。
こ
れ
ら
の
英
雄
叙
事
詩
は
、
孤
独
な
少
年
主
人
公
が
超
人
的
な
戦
い
を
繰
り
広
げ
る
、
と
い
う
特
徴
を
広
い
地
理
的
範
囲
で

共
有
す
る
。

　
『
ジ
ャ
ッ
カ
・
ド
フ
ニ
』
に
つ
い
て
藤
田
（
二
〇
一
七
）
は
、
同
作
品
の
中
軸
を
成
す
の
が
歴
史
を
遡
っ
た
時
代
の
物
語
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
不
完
全
な
記
憶
と
と
も
に
生
き
る
と
い
う
主
題
が
、
ア
イ
ヌ
語
の
復
興
と
い
う
現
代
的
課
題
に
寄
り

添
う
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
主
張
を
展
開
し
た
。
小
森
（
一
九
八
八
）
は
、
津
島
の
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
の
作
品
群

に
お
け
る
記
憶
の
問
題
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い

（
7
（

る
。
こ
の
『
黄
金
の
夢
の
歌
』
も
、
記
憶
と
想
起
の
問
題
を
複
雑
な
形
で
扱
っ
て

い
る
。
本
論
考
は
、『
黄
金
の
夢
の
歌
』
に
お
け
る
口
承
文
学
や
神
話
と
の
向
き
合
い
方
が
、
記
憶
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
ど
の

よ
う
な
独
自
の
形
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
う
問
い
に
取
り
組
む
。
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一
、
入
れ
替
わ
る
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
が
作
り
出
す
記
憶
の
「
場
面
」

　
『
黄
金
の
夢
の
歌
』
が
刊
行
さ
れ
て
間
も
な
く
、
柄
谷
（
二
〇
一
一
）
は
同
書
の
書
評
に
お
い
て
、
三
層
か
ら
な
る
構
造
が
テ
ク

ス
ト
に
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
要
約
す
る
な
ら
ば
、
第
一
の
層
は
、「
わ
た
し
」「
あ
な
た
」
の
層
で
あ
り
、
遊
牧
民
の

国
家
へ
の
従
属
や
、
独
立
と
政
治
的
混
乱
の
層
で
あ
る
。
第
二
の
層
は
、
三
人
称
の
語
り
で
展
開
さ
れ
、
史
料
か
ら
の
直
接
の
引
用

が
あ
り
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
遊
牧
民
の
歴
史
が
語
ら
れ
る
。
第
三
の
層
は
、
非
人
称
の
世
界
で
あ
り
、「
夢
の
歌
」
の
世
界
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
遊
牧
民
と
し
て
の
懐
か
し
い
、
し
か
し
正
体
が
分
か
ら
な
い
何
か
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
夢
の
歌
」
は
単
な
る
記
憶
の
古
層
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。「
夢
の
歌
」
は
第
三
の
層
の
み
に
属
す
る
の
か
と

問
う
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
第
二
の
層
も
第
一
の
層
も
夢
の
歌
で
あ
る
と
い
う
、
さ
ら
な
る
拡
大
解
釈
が
行

わ
れ
、
こ
の
「
夢
の
歌
」
の
多
層
性
が
早
逝
し
た
息
子
の
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
層
は
独
立

に
存
在
す
る
の
か
と
問
う
て
み
る
な
ら
ば
、
第
一
の
層
の
主
人
公
（「
わ
た
し
」「
あ
な
た
」）
は
、
随
所
で
第
三
の
層
の
英
雄
叙
事

詩
の
主
人
公
の
少
年
（「
ぼ
く
」）
た
ち
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
、
対
話
関
係
に
入
る
。
ま
た
、『
黄
金
の
夢
の
歌
』
の
前
半
で
は
第
二

の
層
が
引
用
と
し
て
の
み
現
れ
る
が
、
後
半
に
な
る
と
、
こ
の
層
が
「
あ
な
た
」「
わ
た
し
」
の
紀
行
文
（
第
一
の
層
）
に
次
第
に

組
み
込
ま
れ
て
も
い
く
。
さ
ら
に
、「
夢
の
歌
」
は
非
人
称
の
世
界
な
の
か
と
問
う
て
み
る
な
ら
ば
、「
夢
の
歌
」
の
主
人
公
は
「
ぼ

く
」
あ
る
い
は
「
ぼ
く
た
ち
」
と
し
て
一
人
称
で
現
れ
、「
わ
た
し
」「
あ
な
た
」
に
呼
び
か
け
て
く
る
。
そ
こ
に
は
、
一
人
称
と
二

人
称
の
間
の
複
雑
な
相
互
作
用
が
あ
る
。
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こ
こ
で
、
ア
イ
ヌ
語
の
口
承
文
学
が
「
一
人
称
叙
述
」
で
は
な
い
、
と
い
う
指
摘
を
想
い
起
こ
す
こ
と
に
は
、
意
味
が
あ
る
で
あ

ろ
う
（
中
川
・
志
賀
・
奥
田
一
九
九
七
な

（
8
（

ど
）。
ア
イ
ヌ
語
の
動
詞
に
は
、
必
ず
人
称
を
示
す
「
人
称
接
辞
（person 

affi
x

）」
を

付
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
語
の
人
称
に
は
、
四
つ
か
ら
な
る
体
系
が
揃
っ
て
お
り
、
こ
の
最
後
の
人
称
を
「
四

人
称
」
と
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
き
た
。
一
人
称
複
数
は
聞
き
手
を
含
ま
な
い
「
わ
た
し
た
ち
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
四
人

称
は
聞
き
手
を
含
む
「
わ
た
し
た
ち
」
で
あ
る
。
こ
の
四
人
称
は
不
定
人
称
、
受
け
身
、
引
用
文
の
一
人
称
、
女
性
か
ら
男
性
に
対

す
る
尊
敬
の
二
人
称
な
ど
の
用
法
も
も

（
9
（

つ
。
一
人
称
単
数
を
動
詞
に
表
示
す
る
人
称
接
辞
は
「
ク
」（ku

＝
）、
一
人
称
複
数
を
動

詞
に
表
示
す
る
人
称
接
辞
は
「
チ
」（ci

＝
）（
他
動
詞
）
／
「
ア
ㇱ
」（
＝as

）（
自
動
詞
）、
四
人
称
（
あ
る
い
は
不
定
人
称
）
を

動
詞
に
表
示
す
る
人
称
接
辞
は
「
ア
」（a

＝
）（
他
動
詞
）
／
「
ア
ン
」（
＝an

）（
自
動
詞
）
が
用
い
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
具
体
的
に
は
、
ア
イ
ヌ
語
の
口
承
文
学
の
韻
文
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
人
称
の
使
用
を
み
る
と
、
ユ
カ
ㇻ 

（
英
雄
叙
事
詩
）

で
は
、
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
超
人
的
な
力
を
も
つ
少
年
が
、
自
ら
の
体
験
を
四
人
称
で
語

（
（1
（

る
。
そ
し
て
、
カ
ム
イ
・
ユ
カ
ㇻ 

（
神

謡
）
で
は
、
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
カ
ム
イ
が
、
自
ら
の
体
験
を
一
人
称
複
数
と
四
人
称
を
行
き
来
し
な
が
ら
語
る
。『
黄
金
の
夢

の
歌
』
で
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
ユ
カ
ㇻ 

（
英
雄
叙
事
詩
）
で
あ
る
が
、
津
島
は
ユ
カ
ㇻ 

（
英
雄
叙
事
詩
）
だ
け
で
な
く
カ
ム

イ
・
ユ
カ
ㇻ
（
神
謡
）
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
翻
訳
な
ど
で
深
く
関
わ
っ
て
き
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
両
方
の
ジ
ャ
ン
ル
が
念

頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
形
で
人
称
が
使
わ
れ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
は
い
ま
だ
に
十
分
に
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
こ
に
叙
述
者
で
あ
る
物
語
の
主
人
公
と
、
語
り
手
で
あ
る
人
と
、

聞
き
手
と
の
間
の
複
雑
な
相
互
作
用
が
あ
る
と
想
定
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
物
語
が
伝
承
さ
れ
た
言
葉
を
想

起
し
、
引
用
す
る
形
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
語
の
口
承
文
学
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に
は
、「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
の
複
雑
な
関
わ
り
合
い
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
津
島
自
身
も
、
ア
イ
ヌ

語
口
承
文
学
の
四
人
称
に
つ
い
て
、「
あ
る
存
在
に
託
し
た
一
人
称
」（
川
村
二
〇
一
八
、
二
三
六
頁
）
と
の
理
解
を
示
し
て
お
り
、

こ
れ
は
、
人
称
代
名
詞
の
使
用
に
つ
い
て
津
島
が
十
分
に
ア
イ
ヌ
語
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
元
々
は
津

島
自
身
が
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
を
複
雑
に
用
い
る
文
学
的
な
技
法
を
発
達
さ
せ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
ア
イ
ヌ
語
口
承

文
学
の
複
雑
さ
に
呼
応
す
る
よ
う
な
語
り
が
可
能
に
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
『
黄
金
の
夢
の
歌
』
を
通
じ
た
、
主
人
公
を
指
し
示
す
人
称
代
名
詞
の
変
遷
を
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
―

【
資
料
1
】
主
人
公
を
指
し
示
す
人
称
代
名
詞
の
変
遷

0
、　　
　
　

あ
な
た

1
、　　
　
　

わ
た
し　

※
不
定
人
称
と
考
え
ら
れ
る
「
あ
な
た
」
の
使
用
例
が
一
つ
（
二
一
頁
）

2
、　　
　
　

あ
な
た

3
、　　
　
　

わ
た
し

4
、　　
　
　

あ
な
た

5
、　　
　
　

わ
た
し

6
、　　
　
　

あ
な
た

7
、　　
　
　

わ
た
し

8
、　　
　
　

あ
な
た
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9
、　　
　
　

あ
な
た

10
、　　
　
　

わ
た
し

11
、　　
　
　

わ
た
し
→
あ
な
た

12
、　　
　
　

あ
な
た

13
、　　
　
　

あ
な
た　

※
竜
の
神
話
の
中
で
一
度
「
わ
た
し
」（
後
述
、
四
五
四
頁
）

14
、　　
　
　

わ
た
し

00
、　　
　
　

あ
な
た　

※
回
想
の
中
で
一
度
「
わ
た
し
」（
後
述
、
五
〇
三
頁
）

こ
れ
を
み
る
と
、「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
が
、
ほ
ぼ
交
互
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
全
体
と
し
て
何
か
の
傾
向
が

み
て
と
れ
る
か
は
難
し
い
が
、
少
年
た
ち
か
ら
主
人
公
が
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
人
称
代
名
詞
が
「
わ
た
し
」
に
な
る
傾
向
が
あ
り
、

他
の
登
場
人
物
と
の
対
話
関
係
の
中
で
も
「
わ
た
し
」
に
な
る
傾
向
が
あ
る
、
と
は
い
え
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
『
黄
金
の
夢
の

歌
』
の
書
き
手
と
の
関
係
が
前
景
化
す
る
と
「
あ
な
た
」
に
な
る
と
い
う
傾
向
が
指
摘
で
き
そ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
ら
の
傾
向
は
絶
対
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
頻
繁
な
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
の
交
代
そ
の
も
の
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
思
わ
さ
れ
る
。
上
述
の
ア
イ
ヌ
語
口
承
文
学
の
人
称
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
絶
え
間
な
い
「
あ
な
た
」
と

「
わ
た
し
」
の
間
の
往
還
関
係
、
あ
る
い
は
揺
ら
ぎ
が
、
む
し
ろ
重
要
で
あ
り
、
そ
の
揺
ら
ぎ
に
よ
っ
て
叙
述
が
口
承
文
学
化
し
て

い
く
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
が
細
か
く
揺
ら
ぎ
始
め
る
と
、
主
人
公
と
「
ぼ
く
」
の
境
界
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が
、
す
な
わ
ち
書
か
れ
た
文
学
と
口
承
文
学
の
境
界
が
、
そ
し
て
生
と
死
の
境
界
が
越
え
ら
れ
、
両
者
が
直
接
対
峙
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。二

、
接
触
し
つ
つ
、隠
れ
て
し
ま
う
距
離
と
関
係
　

―
　

口
承
文
学
・
神
話
と
旅
に
関
す
る「
方
法
論
」

　
『
黄
金
の
夢
の
歌
』
に
お
い
て
は
、
主
人
公
の
口
承
文
学
・
神
話
と
の
関
わ
り
や
、
主
人
公
の
旅
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
共
通

す
る
「
方
法
論
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
「
人
間
」
と
「
動
物
」、
そ
し
て
生
と
死
の
境
界
線
の

問
い
直
し
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

ま
ず
、『
黄
金
の
夢
の
歌
』
の
主
人
公
は
、
現
場
と
身
体
感
覚
を
重
視
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
―

な
ぜ
、
大
き
な
川
を
見
た
い
と
思
う
の
か
、
あ
る
い
は
、
高
い
山
を
見
た
い
の
か
、
あ
な
た
自
身
に
も
す
ぐ
に
説
明
が
つ
か
な

い
。
そ
れ
は
本
能
の
よ
う
な
も
の
。
大
き
な
川
に
は
、
ひ
と
び
と
が
古
く
か
ら
寄
り
添
っ
て
生
き
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
し
て
、

高
い
山
は
ひ
と
び
と
の
尊
敬
を
集
め
て
き
た
。
そ
の
記
憶
が
川
に
も
山
に
も
染
み
こ
ん
で
い
て
、
強
い
磁
力
を
放
っ
て
い
る
。

あ
な
た
は
そ
の
磁
力
を
、
自
分
の
体
で
感
じ
て
み
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

（「
6
、」、
一
八
九
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
主
人
公
は
各
地
の
川
や
湖
の
水
に
手
を
浸
し
、
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
り
（
同
、
一
九
〇
頁
）、
直
接
的
な
接

触
を
重
視
し
て
い
る
。
主
人
公
は
動
物
を
見
た
が
り
、
ま
た
「
マ
ナ
ス
の
歌
」
を
直
接
聞
こ
う
と
キ
ル
ギ
ス
へ
と
赴
く
。
そ
こ
で
は
、
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川
と
山
と
い
う
自
然
と
、
動
物
た
ち
と
、
英
雄
叙
事
詩
の
主
人
公
と
し
て
の
男
の
子
た
ち
が
、「
夢
の
歌
」
に
お
い
て
通
底
・
相
互

浸
透
す
る
。

　

主
人
公
は
ま
た
、
あ
る
べ
き
直
接
接
触
を
作
り
出
そ
う
と
も
す
る
。
キ
ル
ギ
ス
で
初
め
て
「
マ
ナ
ス
の
歌
」
を
耳
に
す
る
際
に
は

（「
2
、」）、
ほ
ぼ
時
系
列
に
沿
っ
て
物
語
が
展
開
す
る
中
で
、
ビ
シ
ュ
ケ
ク
の
ユ
ネ
ス
コ
事
務
所
の
室
内
で
、
複
数
の
マ
ナ
ス
チ
に

講
演
し
て
も
ら
う
経
験
だ
け
が
、
後
ろ
に
ず
ら
さ
れ
て
い
る
。
ビ
シ
ュ
ケ
ク
の
街
か
ら
外
に
出
た
旅
路
の
途
中
で
、
ジ
ャ
イ
ロ
（
標

高
の
高
い
谷
間
の
放
牧
地
）
の
美
し
い
光
景
が
描
写
さ
れ
、「
あ
な
た
」
が
「
マ
ナ
ス
の
歌
」
の
リ
ズ
ム
（「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ

ン
、
ト
」）
を
想
起
す
る
。
こ
の
場
面
の
後
ろ
に
「
マ
ナ
ス
の
歌
」
の
口
演
を
聞
く
経
験
が
配
置
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
人
工
的
な
環

境
で
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
マ
ナ
ス
の
歌
」
を
、
少
し
で
も
そ
の
あ
る
べ
き
直
接
体
験
の
場
に
配
置
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
だ
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
直
接
接
触
を
重
視
す
る
主
人
公
は
、
同
時
に
自
ら
が
周
囲
の
物
事
を
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
自
覚
的
で
あ
り
、
多
く
の
疑
問
が
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
。
キ
ル
ギ
ス
の
旅
で
同
行
す
る
チ
ョ
ル
ポ
ン
嬢
を
初
め
と
し
て

（
例
：「
3
、」、
七
七
頁
）、
周
囲
の
人
間
の
通
訳
能
力
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、
ま
た
、
通
訳
を
通
じ
て
主
人
公
が
全
て
を
質
問
で

き
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
中
国
黒
竜
江
省
で
遊
牧
民
族
オ
ロ
チ
ョ
ン
人
の
村
を
訪
問
し
た
際
に
も
、
副
村
長
か
ら
の
も
て

な
し
の
後
で
、
通
り
で
白
髪
の
女
性
と
出
会
い
、
話
と
歌
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
が
（「
6
、」、
二
〇
六
―
二
一
二
頁
）、
こ
れ
は
実
は

事
前
に
仕
組
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
疑
わ
し
い
。
こ
の
、
疑
問
が
解
消
さ
れ
な
い
と
い
う
点
が
、
旅
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の

「
方
法
」
と
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
、
主
人
公
が
聞
い
た
す
べ
て
の
話
や
歌
や
詩
が
等
し
く
価
値
を

も
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
疑
問
が
解
消
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
単
に
「
方
法
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
倫
理
」
で
も
あ
る
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の
だ
と
考
え
ら
れ

（
（（
（

る
。

　
『
黄
金
の
夢
の
歌
』
で
は
、
動
物
た
ち
も
、
英
雄
叙
事
詩
の
主
人
公
の
男
の
子
た
ち
も
、
直
接
に
捉
え
る
こ
と
が
難
し
い
。
旅
の

道
中
で
、
た
ま
に
動
物
が
見
え
る
よ
う
な
気
配
が
す
る
が
、
見
え
な
い
か
（
例
え
ば
「
0
、」、
十
二
―
十
三
頁
）、
見
え
て
も
そ
れ

が
何
で
あ
る
か
確
証
が
持
て
な
い
（
例
え
ば
「
0
、」、
十
―
十
一
頁
）。「
夢
の
歌
」
で
重
要
な
位
置
づ
け
を
も
つ
オ
オ
カ
ミ
に
つ
い

て
も
、
剝
製
や
毛
皮
（「
10
、」、
三
二
一
―
三
二
三
頁
）、
ま
た
は
檻
に
捕
獲
さ
れ
た
形
（「
12
、」、
三
九
四
―
三
九
五
頁
）
で
し
か
、

主
人
公
は
出
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
際
に
オ
オ
カ
ミ
を
見
て
い
る
の
は
、
満
州
里
で
「
あ
な
た
」
た
ち
一
行
を
乗
せ
る
タ
ク
シ

ー
の
運
転
手
だ
け
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
も
、
見
え
て
い
る
よ
う
で
、
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
（
例
え
ば
「
6
、」、
二
〇
六
頁
）。

「
夢
の
歌
」
の
初
め
て
狩
り
に
参
加
す
る
男
の
子
か
ら
、「
あ
な
た
」
や
バ
カ
イ
さ
ん
や
タ
ク
シ
ー
運
転
手
は
「
ま
ぼ
ろ
し
」
と
し
て

見
え
て
い
る
（「
12
、」、
四
一
四
―
四
一
五
頁
）。
主
人
公
た
ち
一
行
は
、「
夢
の
歌
」
の
世
界
の
側
か
ら
見
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ

こ
に
直
接
触
れ
る
こ
と
が
な
い
。
疑
問
が
解
消
さ
れ
ず
、
相
手
と
直
接
触
れ
る
こ
と
が
な
い
、
分
か
り
に
く
く
、
見
え
に
く
い
関
係

が
そ
こ
に
は
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
不
分
明
さ
は
、
積
極
的
に
境
界
線
の
問
い
直
し
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
い
く
。
分
か
り
に
く
く
、
見
え
に
く
く

と
も
、
主
人
公
に
は
声
が
聞
こ
え
て
い
る
。
主
人
公
は
「
夢
の
歌
」
の
主
人
公
の
少
年
た
ち
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
、
そ
こ
で
は
「
人

間
」
と
動
物
の
不
分
明
さ
が
強
調
さ
れ
る
―

…
…
そ
う
だ
よ
、
今
ご
ろ
気
が
つ
い
た
の
？

わ
た
し
の
耳
も
と
に
、
だ
れ
か
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
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…
…
ぼ
く
た
ち
は
み
ん
な
、
ほ
ん
と
は
オ
オ
カ
ミ
な
ん
だ
よ
。
当
り
前
じ
ゃ
な
い
か
。
夢
の
ぼ
く
た
ち
に
は
だ
れ
も
、
人
間
ら

し
さ
な
ん
て
求
め
て
い
な
い
。
子
ど
も
の
オ
オ
カ
ミ
を
見
て
ご
ら
ん
よ
。
ぼ
く
た
ち
と
ど
ん
な
に
そ
っ
く
り
か
、
よ
く
わ
か
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
草
原
で
自
由
に
生
き
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
ぼ
く
た
ち
じ
ゃ
な
い
。
ぼ
く
た
ち
の
自
由
を
守
る
た
め
な

ら
、
子
ど
も
だ
ろ
う
と
、
本
気
で
戦
う
ん
だ
。

（「
5
、」、
一
五
五
―
一
五
六
頁
、
下
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
最
初
の
下
線
部
は
「
7
、」、
二
三
三
頁
で
繰
り
返
さ
れ
る
。）

こ
こ
に
は
、
自
明
な
範
疇
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
と
し
て
の
「
人
間
」
の
問
い
直
し
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、「
夢
の
歌
」
の
少
年
た

ち
に
限
ら
な
い
。
主
人
公
の
旅
の
同
行
者
で
あ
る
ウ
ル
ビ
ュ
さ
ん
と
バ
カ
イ
さ
ん
を
通
し
た
、
家
族
の
中
で
の
「
父
親
」
の
役
割
の

見
直
し
と
発
見
は
、
オ
オ
カ
ミ
が
家
族
思
い
で
あ
る
こ
と
と
繫
ぎ
、
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
（
例
え
ば
「
7
、」、
二
三
四
頁
）。

　

そ
こ
で
は
、「
ひ
と
」
と
動
物
が
連
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
オ
ロ
チ
ョ
ン
の
村
を
訪
問
中
の
白
髪
の
女
性
と
の
交
流
に
は
、
以
下

の
よ
う
な
言
葉
の
や
り
取
り
が
あ
る
―

―
と
こ
ろ
で
、
こ
の
村
に
シ
ャ
ー
マ
ン
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
。

あ
な
た
は
思
い
き
っ
て
聞
い
て
み
る
。

―
も
う
い
ま
せ
ん
。
…
…
ク
マ
も
す
っ
か
り
小
さ
く
な
っ
た
。

（「
6
、」、
二
〇
九
頁
、
下
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
下
線
部
は
「
7
、」、
二
三
三
頁
で
繰
り
返
さ
れ
る
）
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こ
こ
に
は
、
普
遍
的
範
疇
と
し
て
の
「
人
間
」
と
は
異
な
る
位
相
で
、
言
語
を
通
じ
て
文
化
的
に
定
義
さ
れ
る
「
ひ
と
」
と
し
て
の

資
質
が
あ
る
。
ア
イ
ヌ
語
に
はaynu neno an aynu

ま
た
はaynu neno aynu 

（
直
訳
す
る
と
「
人
間
ら
し
い
人
間
」）
と
い
う

表
現
が
あ
り
（
萱
野
一
九
九
九
、
藤
村
一
九
九

（
（1
（

七
）、
南
米
ア
ン
デ
ス
高
地
の
ア
イ
マ
ラ
語
に
はjaqjam

 parlaña / jaqjam
 sar-

naqaña 
（
直
訳
す
る
と
「
人
ら
し
く
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
／
「
人
ら
し
く
歩
ま
な
け
れ
ば
（
生
き
な
け
れ
ば
）
な
ら
な

い
」）
と
い
う
表
現
が
あ
る
（Calle 

2010, 
2

（
（1
（

012

）。
こ
れ
は
日
本
語
の
「
人
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
お
こ
な
い
」
や
、
英
語
の

gentle

が
ス
ペ
イ
ン
語
のgentil

と
共
通
す
る
、
す
な
わ
ち
名
詞gente

（「
人
」）
の
形
容
詞
形
と
し
て
の
「
人
ら
し
さ
」
と
し
て

規
定
さ
れ
、「
優
し
さ
」
を
示
す
こ
と
と
も
、
繫
が
る
。
上
記
の
ア
イ
マ
ラ
語
に
お
い
て
は
、
呪
術
師
はyatiri

「
い
つ
も
知
っ
て

い
る
人
」
で
あ
り
、
呪
術
師
は
社
会
に
お
け
る
知
識
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
ひ
と
」
と
し
て
の
資
質
を

も
っ
た
者
は
動
物
と
連
動
し
、
そ
の
よ
う
な
「
ひ
と
」
が
語
る
口
承
文
学
も
動
物
と
連
動
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
オ
オ
カ
ミ
が

も
ど
っ
て
く
る
（「
少
し
前
ま
で
激
減
し
て
い
た
オ
オ
カ
ミ
が
、
最
近
は
保
護
政
策
の
成
果
で
、
そ
の
数
を
増
や
し
て
い
る
」

（「
6
、」、
一
八
〇
頁
、
中
国
黒
竜
江
省
））
の
だ
と
す
れ
ば
、
オ
オ
カ
ミ
と
連
動
し
て
「
ひ
と
」
と
神
話
（
夢
の
歌
）
も
戻
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
来
た
る
べ
き
複
数
形
の
「
ひ
と
」
と
し
て
の
あ
り
方
（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
）
に
つ
い

て
の
、
先
鋭
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
現
代
に
お
い
て
は
、
口
承
文
学
が
捉
え
難
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
確
か
で
あ
る
―

　

け
れ
ど
、
キ
ル
ギ
ス
の
ひ
と
た
ち
に
よ
っ
て
長
い
あ
い
だ
伝
承
さ
れ
て
き
た
歌
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
キ
ル
ギ
ス
と
い
う
現
実

の
国
に
行
き
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
歌
が
自
然
に
耳
に
入
っ
て
く
る
、
な
ん
て
こ
と
は
起
こ
り
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
こ
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と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と
。
そ
れ
が
、
わ
た
し
に
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
を
考
え
よ
う
と

は
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

ア
イ
ヌ
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
英
雄
叙
事
詩
ユ
カ
ラ
だ
っ
て
同
じ
こ
と
で
、
北
海
道
の
あ
ち
こ
ち
に
行
き
さ
え
す
れ
ば
、
ど
こ

か
か
ら
ユ
カ
ラ
の
歌
声
が
自
然
に
流
れ
て
き
て
、
あ
な
た
を
歓
迎
し
て
く
れ
る
、
な
ど
と
期
待
し
て
は
い
け
な
い
。

（「
1
、」、
二
〇
―
二
一
頁
）

そ
れ
は
、
近
代
に
お
け
る
口
承
文
学
と
そ
の
演
唱
の
文
化
の
衰
退
の
歴
史
の
果
て
に
あ
り
、
国
家
を
も
た
な
い
人
々
の
英
雄
叙
事
詩

が
追
い
や
ら
れ
、
そ
れ
を
聞
く
こ
と
が
当
た
り
前
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単

に
私
た
ち
の
耳
に
は
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
逆
に
、「
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
私
た
ち
は
耳
を
す
ま
す
こ
と
が
で
き
る
の

か
（H

ow
 can w

e listen?

）」
と
い
う
問
い
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
先
に
挙
げ
た
、「
マ
ナ
ス
の
歌
」
の
演
唱
を
聞
く
経
験
の
、
語

り
の
中
で
の
位
置
づ
け
の
修
正
も
、「
い
か
に
私
た
ち
は
聞
く
こ
と
が
可
能
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
、
語
り
を
通
じ
た
一
つ
の
答
え

で
あ
ろ
う
。

　
「
夢
の
歌
」
と
そ
の
主
人
公
の
男
の
子
た
ち
は
、
現
れ
て
は
消
え
る
が
、
逆
に
「
消
え
る
こ
と
で
生
き
延
び
る
し
な
や
か
さ
を
も

つ
と
も
さ
れ
て
い
る
―

　

夢
は
消
え
る
。
け
れ
ど
、
消
え
る
こ
と
で
、
夢
の
か
が
や
き
は
生
き
残
る
。「
夢
の
歌
」
は
ク
ル
ジ
ャ
（
引
用
者
注

―
高

山
の
野
生
動
物
）
そ
の
も
の
。
消
え
る
こ
と
で
生
き
延
び
る
強
さ
を
得
た
歌
な
の
だ
か
ら
。
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「
夢
の
歌
」
は
生
き
つ
づ
け
る
。
消
え
て
、
隠
れ
て
、
逃
れ
て
、
地
に
も
ぐ
り
、
空
の
か
な
た
に
飛
び
去
る
。
そ
れ
が
生
き

延
び
る
強
さ
と
い
う
も
の
、
と
「
夢
の
時
代
」
の
ひ
と
た
ち
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
。
い
ち
ば
ん
た
い
せ
つ
な
の
は
、
消
え

る
こ
と
。
す
べ
て
を
消
し
去
っ
た
あ
と
、
な
に
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
か
、
そ
れ
を
見
届
け
よ
う
。 

（「
1
、」、
二
九
頁
）

　

こ
こ
で
は
、「
夢
の
歌
」
が
、
そ
し
て
「
夢
の
歌
」
の
少
年
た
ち
が
、
何
度
で
も
姿
と
形
を
変
え
て
現
れ
出
て
く
る
こ
と
へ
の
信

頼
が
、
自
分
自
身
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
体
験
に
お
け
る
疑
問
の
解
消
さ
れ
な
さ
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
記
述
し
、
考
察
し
よ
う
と
す

る
態
度
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。

　

こ
の
消
え
る
こ
と
と
現
れ
出
る
こ
と
の
間
の
複
雑
な
相
互
関
係
は
、
時
間
や
生
死
の
境
界
線
の
問
い
直
し
へ
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て

い
く
―あ

な
た
は
「
夢
の
歌
」
か
ら
は
み
出
し
て
、
今
も
流
れ
つ
づ
け
る
時
間
の
な
か
を
生
き
て
い
る
け
れ
ど
、
男
の
子
は
「
夢
の

歌
」
の
な
か
に
し
か
生
き
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
成
長
し
な
い

（「
6
、」、
二
〇
一
頁
、
こ
こ
で
の
「
男
の
子
」
は
「
あ
な
た
」
の
早
逝
し
た
息
子
を
指
す
）

こ
こ
で
は
、「
あ
な
た
」
は
流
れ
続
け
る
（
線
形
の
）
時
間
を
生
き
、
男
の
子
は
（
永
遠
の
過
去
の
）
無
時
間
を
生
き
て
い
る
。
し

か
し
、
次
の
引
用
箇
所
で
は
、
こ
の
関
係
が
逆
転
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
―
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「
夢
の
歌
」
は
い
つ
ま
で
も
過
去
に
な
ら
な
い
。
現
在
形
で
生
き
つ
づ
け
て
い
る
。「
夢
の
歌
」
の
男
の
子
た
ち
は
い
つ
も
、

新
し
い
子
ど
も
た
ち
。
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
い
る
あ
な
た
に
は
、
あ
な
た
自
身
の
「
夢
の
歌
」
を
自
分
の
手
で
つ
か
む
こ
と

が
で
き
な
い
。

　
（
中
略
）

　
「
夢
の
歌
」
の
男
の
子
た
ち
こ
そ
が
生
き
つ
づ
け
、
あ
な
た
は
一
瞬
一
瞬
死
ん
で
い
く
。

（「
6
、」、
二
〇
二
頁
、
下
線
は
引
用
者
に
よ
る
）

こ
こ
で
は
、「
男
の
子
」
は
現
在
の
ま
ま
生
き
続
け
、「
あ
な
た
」
が
そ
の
都
度
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
死
ん
で
い
く
。
こ
こ
に
は
、

現
在
と
過
去
の
反
転
に
加
え
て
、
生
と
死
の
反
転
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。「
あ
な
た
」
が
そ
の
都
度
死
ぬ
こ
と
で
、「
あ
な

た
」
の
早
逝
し
た
息
子
を
含
め
た
「
夢
の
歌
」
の
男
の
子
た
ち
が
生
き
続
け
る
の
だ
。

三
、「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
が
刻
む
「
夢
の
歌
」
の
リ
フ
レ
イ
ン

　

で
は
、
こ
の
よ
う
に
消
え
て
は
現
れ
る
「
夢
の
歌
」
と
、
書
か
れ
た
文
学
は
ど
の
よ
う
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
黄
金
の
夢
の
歌
』
の
本
文
は
、
行
空
け
に
よ
る
区
分
を
も
ち
つ
つ
、
そ
れ
と
は
別
に
随
所
に
「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」

が
、
一
行
（
一
回
）
ま
た
は
二
行
（
二
回
繰
り
返
し
）
で
挿
入
さ
れ
る
。

　

ア
イ
ヌ
語
の
口
承
文
学
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
カ
ム
イ
・
ユ
カ
ㇻ 

（
神
謡
）
に
お
い
て
は
、
韻
文
で
演
唱
さ
れ
る
際
に
、
必
ず
そ
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の
物
語
固
有
の
折
り
返
し
句
（
サ
ケ
ヘ
）
を
伴
う
。
こ
れ
は
、
そ
の
物
語
を
語
る
叙
述
者
と
し
て
の
カ
ム
イ
（
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
の

森
羅
万
象
の
神
々
）
の
特
徴
を
表
す
よ
う
な
サ
ケ
ヘ
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
「
カ
ム
イ
語
（
カ
ム
イ
・
イ
タ
ㇰ
）」
の
よ
う
な

も
の
で
、
こ
れ
を
人
間
の
言
葉
（
ア
イ
ヌ
・
イ
タ
ㇰ
（「
ア
イ
ヌ
（
人
間
）・
語
（
言
葉
）」
＝
ア
イ
ヌ
語
））
に
翻
訳
し
つ
つ
歌
っ
て

（
語
っ
て
）
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
藤
井
二
〇
一
六
、
特
に
第
六
章
）。『
黄
金
の
夢
の
歌
』
に
お
け
る
「
ト
ッ

ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
は
、
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
サ
ケ
ヘ
（
リ
フ
レ
イ
ン
）
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
考
え
て
み
た
い
。

　

留
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
が
実
際
に
演
唱
さ
れ
る
言
葉
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
、「
マ
ナ
ス
の
歌
」
が
演
唱
さ
れ
る
際
の
リ
ズ
ム
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、「
ど
こ
か
ウ
マ
の
走
り
の
リ
ズ
ム
を
、

あ
な
た
に
感
じ
さ
せ
」
る
も
の
で
あ
る
（「
2
、」、
六
三
頁
）。
こ
れ
は
、「
マ
ナ
ス
の
歌
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
外

部
者
と
し
て
の
「
わ
た
し
」「
あ
な
た
」
が
、
そ
の
「
う
た
」
を
聞
き
取
り
、
そ
の
リ
ズ
ム
を
解
釈
し
、
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、『
黄
金
の
夢
の
歌
』
の
本
文
は
、
主
人
公
が
「
夢
の
歌
」
を
聞
き
取
り
（
＝
伝
承
さ
れ
）、
解
釈
し
、
自
分
自
身
の
夢
の
歌

と
し
て
書
き
直
し
（
語
り
直
し
）
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
夢
の
歌
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
遊
牧
民
社
会
に
つ
い
て
の
文
字
記
録
の
引

用
を
通
じ
た
夢
の
歌
、
近
代
国
民
国
家
の
帝
国
主
義
の
夢
の
歌
、
自
分
自
身
の
旅
の
夢
の
歌
、
新
た
な
民
主
国
家
の
建
設
に
苦
闘
す

る
遊
牧
民
た
ち
の
夢
の
歌
な
ど
、
幾
層
も
の
夢
の
歌
が
連
な
る
壮
大
な
叙
事
詩
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
幼
く
し

て
死
ん
だ
主
人
公
の
息
子
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
英
雄
叙
事
詩
の
主
人
公
の
少
年
た
ち
に
連
な
っ
て
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

前
の
引
用
箇
所
に
お
け
る
、「
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
い
る
あ
な
た
に
は
、
あ
な
た
自
身
の
「
夢
の
歌
」
を
自
分
の
手
で
つ
か
む

こ
と
が
で
き
な
い
」（「
6
、」、
二
〇
二
頁
）
と
い
う
説
明
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
は
、
時
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間
の
流
れ
（
と
空
間
の
距
離
）
が
無
効
化
さ
れ
た
と
き
に
現
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
者
は
「
夢
の
歌
」
と
接
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
と
考
え
う
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
者
は
、「
夢
の
歌
」
と
い
う
集
合
的
記
憶
に
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
の
出
現
箇
所
と
形
態
を
一
覧
に
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
（「
一
回
」
と
は

一
回
の
み
一
行
で
現
れ
る
箇
所
で
あ
り
、「
二
回
」
と
は
二
回
繰
り
返
さ
れ
二
行
で
現
れ
る
箇
所
で
あ
る
）
―

【
資
料
2
】「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
の
出
現
箇
所
と
形
態

0
、　　
　
　

な
し

1
、　　
　
　

な
し

2
、　　
　
　

p.63

（
一
回
）、p.71
（
二
回
）

※p.63

は
本
文
か
ら
分
け
ら
れ
て
い
な
い
、
リ
ズ
ム
の
導
入
と
説
明
の
箇
所

3
、　　
　
　

p.83

（
二
回
）、p.88

（
一
回
）

4
、　　
　
　

p.121

（
一
回
）、p.135

（
一
回
）

5
、　　
　
　

p.143

（
一
回
）、p.150

（
一
回
）、p.156
（
二
回
）、p.172

（
一
回
）

6
、　　
　
　

p.183

（
一
回
）、p.202

（
一
回
）

7
、　　
　
　

p.223

（
一
回
）、p.234

（
一
回
）、p.237

（
二
回
）

8
、　　
　
　

p.247

（
一
回
）、p.259

（
一
回
）、p.270

（
一
回
）

9
、　　
　
　

p.286

（
一
回
）、p.291

（
一
回
）、p.308

（
一
回
）
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10
、　　
　
　

p.316

（
一
回
）、p.326

（
一
回
）

11
、　　
　
　

p.339

（
一
回
）、p.354

（
一
回
）、p.361

（
一
回
）

12
、　　
　
　

p.378

（
一
回
）、p.391

（
一
回
）、p.408

（
一
回
）

13
、　　
　
　

p.435

（
一
回
）、p.447

（
一
回
）、p.453

（
一
回
）、p.456

（
二
回
）

14
、　　
　
　

p.471
（
一
回
）、p.480

（
一
回
）、p.484

（
一
回
）

00
、　　
　
　

p.501
（
二
回
）、p.503

（
一
回
）、p.504

（
一
回
）

こ
れ
を
み
る
と
、「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
が
、
ほ
ぼ
定
期
的
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
形
態
と
し
て
リ
フ
レ
イ

ン
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
の
出
現
箇
所
を
検
討
す
る
と
、
こ
れ
は
二
行
二
回
繰
り
返
し
が
、
英
雄
叙
事
詩
の
主
人
公
の

男
の
子
が
そ
こ
で
現
れ
、（「
わ
た
し
」
ま
た
は
「
あ
な
た
」
に
）
呼
び
か
け
て
い
る
か
、
神
話
的
な
物
語
が
展
開
す
る
箇
所
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
実
際
に
「
マ
ナ
ス
の
歌
」
そ
の
も
の
が
想
起
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら

の
箇
所
で
は
英
雄
叙
事
詩
が
実
際
に
聞
こ
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
下
、
一
行
一
回
繰
り
返
し
の
箇
所
を
幾
つ
か
と
り
あ
げ
、
検
討
し
て
み
る
―

　
（
1
）
八
八
頁
：
キ
ル
ギ
ス
人
そ
れ
ぞ
れ
の
系
図
で
あ
り
、
文
字
に
書
か
れ
る
の
で
は
な
く
暗
唱
さ
れ
る
「
サ
ン
ジ
ェ
ラ
」
が
、

こ
れ
も
「
夢
の
歌
」
で
あ
る
と
す
る
箇
所
に
続
く
→
夢
の
歌
に
よ
る
時
間
の
圧
縮

　
（
2
）
一
二
一
頁
：
二
〇
〇
八
年
の
タ
ラ
ス
（
キ
ル
ギ
ス
）
に
い
る
「
あ
な
た
」
の
話
に
、
二
〇
一
〇
年
の
書
き
手
が
割
り
込
み
、
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二
〇
一
〇
年
の
政
変
と
そ
の
後
の
暴
動
と
殺
戮
を
振
り
返
り
、
何
層
に
も
積
み
重
な
っ
た
歴
史
の
複
雑
さ
と
、
し
か
し
そ
れ
を
「
マ

ナ
ス
の
歌
」
に
た
だ
ひ
た
す
ら
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
認
識
し
よ
う
と
す
る
→
時
間
の
錯
綜
と
重
層
化
か
ら
夢
の
歌
へ

　
（
3
）
一
三
五
頁
：
タ
ラ
ス
の
自
然
公
園
で
教
授
と
の
会
話
が
途
切
れ
た
「
あ
な
た
」
が
、
植
物
と
空
と
鳥
を
眺
め
る
→
自
然
と

の
繫
が
り
の
回
復
（
を
通
じ
た
神
話
的
時
間
と
の
接
触
？
）

　
（
4
）
一
四
三
頁
：「
夢
の
歌
」
の
男
の
子
た
ち
と
闘
い
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
、
歴
史
を
通
じ
た
遊
牧
民
族
の
「
夢
の
歌
」
に
お

け
る
オ
オ
カ
ミ
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
考
察
へ
と
つ
な
が
る
→
夢
の
歌
に
よ
る
時
間
と
距
離
の
圧
縮

　
（
5
）
一
五
〇
頁
：
近
代
の
「
国
家
」
と
「
兵
器
」
に
包
囲
さ
れ
、
遊
牧
生
活
を
奪
わ
れ
、
民
の
記
憶
が
「
夢
の
歌
」
と
し
て
の

み
生
き
続
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
へ
言
及
す
る
→
遊
牧
時
代
の
「
夢
の
歌
」
か
ら
近
代
の
「
夢
の
歌
」
へ

　
（
6
）
一
七
二
頁
：
複
数
の
「
夢
の
歌
」
の
男
の
子
た
ち
の
声
が
「
わ
た
し
」
に
呼
び
か
け
、
語
り
か
け
始
め
る
→
「
夢
の
歌
」

に
よ
る
時
間
と
距
離
の
錯
綜
と
圧
縮

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
時
間
と
距
離
の
圧
縮
・
無
化
に
よ
り
、
テ
ク
ス
ト
が
「
夢
の
歌
」
と
集
合
的
記
憶
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

る
と
、「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
が
出
現
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
同
時
に
、
前
述
の
人
称
代
名
詞
の
検
討
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
が
定
期
的
に
挿
入
さ

れ
る
と
い
う
口
承
文
学
を
連
想
さ
せ
る
形
式
自
体
が
、
先
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
形
式
が
、
口
承
文
学

と
は
何
か
を
考
え
続
け
、
応
答
し
続
け
る
こ
と
を
テ
ク
ス
ト
に
要
請
し
、
口
承
文
学
の
世
界
を
前
も
っ
て
想
起
す
る
語
り
の
進
め
方

を
要
請
し
て
い
る
の
だ
。
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四
、
眠
っ
て
い
る
の
か
、
死
ん
で
い
る
の
か
　

―
　

竜
の
神
話
と
想
起
と
生
き
直
し

　

冒
頭
に
引
い
た
ア
イ
ヌ
語
の
ユ
カ
ㇻ 

（
英
雄
叙
事
詩
）
に
現
れ
るm

okor he ne ya / ray he ne ya 

（
眠
っ
て
い
る
の
か
／
死

ん
で
い
る
の
か
）
と
い
う
常
套
句
は
、
主
人
公
が
戦
闘
の
結
果
と
し
て
仮
死
状
態
の
よ
う
に
な
っ
た
場
面
で
よ
く
現
れ
る
。
ユ
カ
ㇻ 

（
英
雄
叙
事
詩
）
に
お
い
て
は
、「
死
ぬ
」
と
い
う
単
語
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
、
登
場
人
物
が
本
当
に
死
ん
で
い
る
の
か
、
実
は
生

き
返
れ
る
の
か
が
事
前
に
判
断
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。

　
『
黄
金
の
夢
の
歌
』
に
お
い
て
も
、「
眠
気
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
れ
は
上
の
ユ
カ
ㇻ 

（
英
雄
叙
事
詩
）
に
お
け

る
物
語
展
開
を
意
識
し
て
踏
ま
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
前
述
し
た
冒
頭
部
分
の
続
き
で
は
、「
あ
な
た
」
が
眠
気
に
お
そ
わ

れ
て
神
話
を
想
起
す
る
―

　

旧
約
聖
書
の
イ
ブ
が
蛇
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
つ
い
か
じ
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
リ
ン
ゴ
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
赤
い

リ
ン
ゴ
を
食
べ
る
夢
を
見
れ
ば
女
の
子
が
生
ま
れ
、
白
い
リ
ン
ゴ
を
食
べ
る
夢
を
見
れ
ば
男
の
子
が
生
ま
れ
る
、
そ
ん
な
話
も

あ
っ
た
。

　

五
十
歳
に
な
っ
て
も
子
ど
も
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
チ
ュ
ウ
ィ
ル
デ
ィ
は
、
あ
る
日
、
白
い
リ
ン
ゴ
を
食
べ
る
夢
を
見
た
ん
だ

っ
け
。

　

あ
な
た
は
手
に
取
っ
た
リ
ン
ゴ
を
見
つ
め
な
が
ら
思
い
出
す
。
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そ
れ
は
、
キ
ル
ギ
ス
の
英
雄
マ
ナ
ス
が
か
の
じ
ょ
の
お
な
か
に
宿
っ
た
と
き
の
夢
。
リ
ン
ゴ
一
個
で
お
な
か
が
ふ
く
ら
む
と
、

彼
女
の
お
尻
か
ら
巨
大
な
竜
が
シ
ュ
ー
シ
ュ
ー
と
音
を
立
て
て
、
姿
を
あ
ら
わ
す
。
荒
れ
狂
う
竜
は
口
を
開
け
、
思
い
切
り
息

を
吸
い
は
じ
め
る
。
そ
の
体
内
に
、
な
ん
と
全
世
界
が
吸
い
こ
ま
れ
て
し
ま
う
。
チ
ュ
ウ
ィ
ル
デ
ィ
自
身
も
百
メ
ー
ト
ル
近
い

大
女
に
な
り
、
竜
に
乗
っ
て
、
空
を
飛
ぶ
。
同
じ
こ
ろ
、
マ
ナ
ス
の
父
親
の
ほ
う
は
、
白
い
イ
ヌ
ワ
シ
の
夢
を
見
た
。
白
い
体

に
銀
色
の
翼
、
金
色
の
に
こ
毛
が
ひ
か
り
、
鋼
鉄
の
く
ち
ば
し
と
爪
を
持
ち
…
… 

（「
0
、」、
七
―
八
頁
）

こ
こ
で
は
冒
頭
で
津
軽
を
連
想
さ
せ
た
「
リ
ン
ゴ
」
か
ら
、
旧
約
聖
書
へ
の
言
及
を
通
じ
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
西
東
の
拡
が
り
が
一
気

に
与
え
ら
れ
る
。
眠
気
の
中
で
リ
ン
ゴ
を
食
べ
る
「
あ
な
た
」
は
、
こ
の
神
話
の
女
性
が
リ
ン
ゴ
を
食
べ
る
夢
を
見
る
の
と
近
い
状

況
に
あ
る
と
も
い
え
、
眠
気
を
通
じ
テ
ク
ス
ト
上
の
「
あ
な
た
」
と
神
話
の
女
性
が
重
な
り
合
う
。

　

ま
た
、
夜
行
列
車
で
眠
れ
な
か
っ
た
夜
明
け
に
、
眠
気
で
意
識
が
も
う
ろ
う
と
し
て
い
る
「
わ
た
し
」
は
、
次
の
よ
う
に
想
像
す

る
―竜

が
わ
た
し
を
乗
せ
て
飛
ん
で
い
く
。
こ
の
わ
た
し
は
い
っ
た
い
、
い
く
つ
な
の
か
。
父
親
を
知
ら
な
い
少
女
の
ま
ま
だ
と
い

う
気
も
す
る
し
、
男
な
ど
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
に
踏
み
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
、
し
わ
だ
ら
け
の
魔
女
そ
っ
く
り
な
老
婆
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
気
も
す
る
。 

（「
7
、」、
二
三
六
頁
）

こ
こ
で
は
、
神
話
的
思
考
を
通
じ
て
、「
わ
た
し
」
が
、
複
数
の
「
わ
た
し
」
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
眠
気
の
な
か
で
の
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「
わ
た
し
」
の
複
数
化
は
、
次
の
よ
う
に
、
息
子
の
死
を
想
起
す
る
こ
と
で
の
神
話
世
界
の
な
か
で
の
「
あ
な
た
」
の
複
数
化
へ
と

つ
な
が
る
―

　
「
夢
の
歌
」
の
中
で
は
、
あ
な
た
は
男
の
子
の
妹
に
も
な
る
。
姉
に
も
な
る
し
、
娘
に
も
な
る
。 

（「
6
、」、
二
〇
一
頁
）

そ
の
よ
う
な
神
話
的
思
考
の
な
か
で
は
、「
あ
な
た
」
も
死
ん
で
お
り
、
し
か
し
、
か
つ
生
き
て
も
い
る
―

屋
根
に
の
ぼ
っ
て
、
天
窓
か
ら
男
の
子
は
部
屋
の
な
か
を
の
ぞ
く
。
女
の
子
も
そ
の
男
の
子
に
気
が
つ
く
。

　

あ
れ
は
だ
れ
な
の
？　

よ
く
見
え
な
い
。
わ
た
し
の
よ
く
知
っ
て
い
る
子
ど
も
？

　

い
つ
の
時
代
を
生
き
て
死
ん
だ
の
か
わ
か
ら
な
い
女
の
子
は
、
ほ
か
の
だ
れ
で
も
な
い
あ
な
た
。
あ
な
た
は
と
っ
さ
に
、
お

も
ち
ゃ
の
よ
う
な
自
分
の
黄
金
の
弓
を
取
り
あ
げ
、
天
窓
に
い
る
男
の
子
を
ね
ら
う
。
外
か
ら
は
、
巨
大
な
竜
が
シ
ュ
ー
シ
ュ

ー
と
炎
を
口
か
ら
吹
き
だ
し
な
が
ら
、
男
の
子
の
体
を
呑
み
こ
も
う
と
近
づ
い
て
く
る
。

　

あ
ぶ
な
い
、
気
を
つ
け
て
！

　

あ
な
た
は
思
わ
ず
つ
ぶ
や
く
。
そ
し
て
、
天
窓
で
に
や
に
や
笑
い
つ
づ
け
る
男
の
子
が
、
あ
ん
ま
り
無
防
備
な
の
で
、
胸
が

苦
し
く
な
り
、
涙
ぐ
む
。
あ
の
子
っ
た
ら
、
い
つ
ま
で
も
子
ど
も
の
ま
ま
な
ん
だ
か
ら
。

（「
13
、」、
四
五
五
、
下
線
は
引
用
者
に
よ
る
）



その一瞬に死に、その一瞬を生きる67

こ
こ
に
は
、
心
内
語
（
引
用
の
形
式
）
を
通
じ
た
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
の
往
還
運
動
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
対
峙
は
、
一
人
称

と
二
人
称
と
三
人
称
が
行
き
来
す
る
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
主
人
公
の
男
の
子
が
三
人
称
と
し
て
登
場
し
、
相
手
と
な
る
女
の

子
が
そ
れ
に
対
応
し
て
三
人
称
で
現
れ
る
。
し
か
し
、
続
く
心
内
語
（
引
用
の
形
式
）
で
、
人
称
代
名
詞
が
「
わ
た
し
」
に
な
り
、

こ
の
人
称
代
名
詞
を
通
じ
て
「
女
の
子
」
自
身
（
三
人
称
の
再
帰
）
と
主
人
公
の
「
わ
た
し
」（
一
人
称
）
が
通
底
す
る
。
こ
れ
を

受
け
、
地
の
文
で
「
女
の
子
」
が
「
あ
な
た
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
格
的
に
「
あ
な
た
」
が
神
話
の
女
主

人
公
に
な
り
、
男
の
子
と
向
か
い
合
う
。
弓
を
取
り
あ
げ
る
「
あ
な
た
」
と
巨
大
な
竜
は
、
男
の
子
を
死
の
淵
へ
と
追
い
や
る
。
し

か
し
、
続
く
「
あ
ぶ
な
い
、
気
を
つ
け
て
！
」
は
状
況
を
三
人
称
で
見
て
い
る
「
あ
な
た
」
に
よ
る
言
葉
で
、
二
人
称
の
「
あ
な

た
」
は
三
人
称
の
視
点
と
一
人
称
の
視
点
を
併
せ
も
っ
て
状
況
に
、
男
の
子
に
対
峙
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
言
葉
は
、

二
人
称
に
対
す
る
命
令
で
あ
る
か
ら
、
対
峙
す
る
相
手
の
男
の
子
が
不
定
の
少
年
英
雄
で
は
な
く
特
定
の
男
の
子
に
な
り
、
主
人
公

の
死
ん
だ
息
子
と
通
底
す
る
。「
あ
の
子
」
と
い
う
心
内
語
は
、
息
子
に
対
し
て
三
人
称
で
も
あ
り
な
が
ら
二
人
称
の
要
素
も
併
せ

も
つ
代
名
詞
で
呼
び
か
け
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

　
「
わ
た
し
」「
あ
な
た
」
の
複
数
化
と
、
二
人
称
を
中
心
と
し
て
一
人
称
と
三
人
称
が
媒
介
さ
れ
る
人
称
の
流
動
化
、
そ
し
て
生
と

死
の
境
界
の
流
動
化
の
中
で
、
主
人
公
は
死
ん
だ
息
子
（「
夢
の
歌
」
の
男
の
子
）
と
神
話
世
界
に
お
い
て
対
峙
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
そ
れ
は
、
死
の
危
機
の
直
前
に
あ
る
息
子
に
主
人
公
が
出
会
い
直
し
た
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
『
黄
金
の
夢
の
歌
』
の
末
尾
で
は
、
主
人
公
は
再
び
眠
気
の
中
に
あ
る
―

　

暗
い
飛
行
機
の
機
内
で
、
浅
い
眠
り
に
落
ち
て
い
る
あ
な
た
。
ど
こ
か
ら
、
わ
た
し
は
飛
ん
で
き
た
ん
だ
っ
け
。
あ
な
た
は
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眠
り
の
な
か
で
と
ま
ど
う
。
あ
な
た
の
お
な
か
は
、
お
や
お
や
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
、
マ
ナ
ス
を
生
ん
だ
チ
ュ
ウ
ィ
ル
デ

ィ
の
よ
う
に
大
き
く
ふ
く
ら
ん
で
い
る
。
ウ
ル
ビ
ュ
さ
ん
の
若
い
妻
の
よ
う
に
。
赤
ち
ゃ
ん
が
い
つ
生
ま
れ
て
も
お
か
し
く
な

い
ほ
ど
に
、
大
き
く
ふ
く
ら
み
き
っ
た
お
な
か
。
そ
う
い
え
ば
、
あ
な
た
は
八
月
に
出
産
し
た
の
だ
っ
た
。
三
十
年
以
上
も
昔

の
八
月
に
。 

（「
00
、」、
五
〇
三
頁
）

こ
こ
で
は
、
自
ら
の
記
憶
が
、
そ
し
て
「
あ
な
た
」
自
身
が
「
夢
の
歌
」
化
し
て
い
く
。
主
人
公
自
身
が
「
夢
の
歌
」
化
す
る
こ
と

に
よ
り
、
主
人
公
は
息
子
を
も
う
一
度
生
み
な
お
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
息
子
と
連
な
る
数
多
く
の
少
年
た
ち
を
生
み
直
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
全
世
界
を
吸
い
込
ん
だ
竜
（
八
頁
）
に
乗
っ
て
飛
び
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

5
．
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、『
黄
金
の
夢
の
歌
』
は
、
書
か
れ
た
文
学
を
変
質
さ
せ
る
こ
と
で
、
口
承
文
学
の
世
界
に
応

答
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
も
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
わ
た
し
」「
あ
な
た
」
の
往
還
と
複
数
化
、
そ
し
て
時
間
の
重
層
化

と
絶
え
間
な
い
想
起
と
い
う
、
人
称
と
時
間
の
操
作
を
通
じ
て
、
神
話
的
思
考
が
呼
び
込
ま
れ
、
生
死
の
境
界
線
を
越
え
て
生
者
と

死
者
の
対
峙
が
可
能
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
死
者
が
、
そ
の
か
け
が
え
の
な
さ
（
二

人
称
性
）
を
維
持
し
た
ま
ま
、
他
の
生
者
や
死
者
た
ち
と
の
連
続
性
（
三
人
称
性
）
を
獲
得
し
て
い
く
の
だ
。

　

井
上
ひ
さ
し
は
、
か
つ
て
、「
津
島
さ
ん
は
自
分
の
時
間
を
つ
く
っ
て
い
る
。
作
家
と
し
て
、
こ
の
生
き
て
い
る
時
間
の
中
身
を
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力
強
く
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
」（
井
上
・
小
森
編
著
二
〇
〇
四
、
三
三
六
頁
）
と
発
言
し
て
い
る
。
本
論
考
は
、『
黄
金
の
夢
の

歌
』
が
、
自
分
の
時
間
に
加
え
、
自
分
の
人
称
を
も
作
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
息
子
と
再
会
し
、
世
界
と
繫

が
り
直
す
た
め
に
、
こ
の
生
き
て
い
る
時
間
と
自
分
の
中
身
を
力
強
く
変
え
て
き
た
の
だ
。

注（
1
）　

本
論
文
は
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
二
四
日
に
開
催
さ
れ
た
「
日
本
近
代
文
文
学
会
・
昭
和
文
文
学
会
・
社
会
文
文
学
会
合
同
国
際
研
究
集
会
」
分
科
会
で
の
研
究
発

表
が
元
に
な
っ
て
お
り
、
当
日
は
特
に
司
会
の
平
井
裕
香
氏
よ
り
有
益
な
質
問
と
コ
メ
ン
ト
を
得
た
。
ま
た
、
執
筆
に
当
た
り
二
〇
二
〇
年
一
月
六
日
に
は
東
京
大
学

駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
研
究
会
で
、
草
稿
を
発
表
す
る
機
会
を
得
て
、
小
森
陽
一
氏
や
村
上
克
尚
氏
を
は
じ
め
と
す
る
参
加
者
か
ら
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
得
た
。
ま
た
、

当
初
二
〇
一
七
年
度
に
は
慶
應
義
塾
大
学
湘
南
藤
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
研
究
会
Ｂ
（
2
）「SFC K

otan

―
ア
イ
ヌ
語
の
現
在
と
ア
イ
ヌ
語
の
口
承
の
物
語
の
世
界

へ
」
の
場
で
本
作
品
を
取
り
上
げ
、
参
加
す
る
熱
心
な
学
生
た
ち
と
詳
細
に
検
討
す
る
機
会
を
得
た
。
こ
れ
ら
の
場
の
参
加
者
に
深
く
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
あ
り
う

べ
き
誤
り
の
責
は
筆
者
に
帰
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
本
研
究
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
の
助
成
を
受
け
て
行
わ
れ
た
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）、
課
題
番

17K
02741

）。

（
2
）　

ア
イ
ヌ
語
の
英
雄
叙
事
詩
の
主
人
公
は
、
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
と
い
う
名
で
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
戦
闘
で
ほ
と
ん
ど
死
ん
だ
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
先

に
目
覚
め
た
後
に
用
い
ら
れ
る
の
が
、
上
の
ア
イ
ヌ
語
の
常
套
句
で
あ
る
。
こ
の
2
行
は
、
こ
れ
ま
で
の
用
例
か
ら
は
こ
の
順
番
で
出
て
く
る
も
の
が
多
い
が
、
逆
の

順
番
（m

okor he ne ya / ray he ne ya

）
で
出
て
く
る
も
の
も
相
当
数
存
在
す
る
。

（
3
）　

以
下
の
原
文
の
引
用
と
参
照
の
頁
数
は
、
講
談
社
文
庫
版
に
も
と
づ
く
。

（
4
）　

柄
谷
行
人
は
、「
マ
ナ
ス
の
歌
」
が
も
つ
「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
の
響
き
に
つ
い
て
、
太
宰
治
の
短
編
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
と
対
比
さ
せ
、「
ト
カ
ト
ン

ト
ン
」
が
主
人
公
の
気
力
を
奪
う
働
き
を
持
つ
の
に
対
し
、「
ト
ッ
ト
、
ト
ッ
ト
、
タ
ン
、
ト
」
を
「
す
べ
て
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
反
転
さ
せ
る
何
か
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
（
柄
谷
・
高
澤
二
〇
一
六
、
一
五
一
頁
）。
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（
5
）　

川
村
湊
は
『
黄
金
の
夢
の
歌
』
が
『
あ
ま
り
に
野
蛮
な
』（
二
〇
〇
八
年
）
と
『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』（
二
〇
一
一
年
）
と
の
間
で
「
ア
ジ
ア
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
三
部
作
」、

あ
る
い
は
『
ジ
ャ
ッ
カ
・
ド
フ
ニ
』
を
加
え
て
四
部
作
を
構
成
す
る
と
の
見
立
て
を
提
示
し
て
い
る
（
川
村
二
〇
一
八
、
一
三
一
―
一
三
二
頁
）。
柄
谷
行
人
は
『
黄

金
の
夢
の
歌
』
と
『
ジ
ャ
ッ
カ
・
ド
フ
ニ
』、
そ
し
て
『
狩
り
の
時
代
』
を
結
ん
で
議
論
を
し
て
い
る
（
柄
谷
・
高
澤
二
〇
一
六
）

（
6
）　

本
来
は
こ
の
「
夢
の
歌
」
と
い
う
語
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
社
会
の
も
の
だ
が
、『
黄
金
の
夢
の
歌
』
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
英

雄
叙
事
詩
の
全
体
へ
と
拡
大
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
（
二
六
―
三
三
頁
）。

（
7
）　

本
稿
の
校
正
段
階
で
村
上
（
二
〇
〇
〇
）
が
刊
行
さ
れ
、
そ
こ
で
は
津
島
の
「
真
昼
へ
」
に
つ
い
て
、
動
物
た
ち
が
人
間
と
同
列
の
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
が
死
ん
だ
息
子
の
何
も
の
か
を
分
有
す
る
と
い
う
、「
多
自
然
主
義
」
的
な
姿
勢
（
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
・
デ
・
カ
ス
ト
ロ
）
が
見
ら
れ
、

こ
れ
が
津
島
文
学
に
と
っ
て
の
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
と
の
見
立
て
を
示
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
村
上
の
議
論
と
多
く
の
関
心
を
共
有
す
る
が
、
以
下
二
、
で

論
じ
る
よ
う
に
、『
黄
金
の
夢
の
歌
』
に
お
い
て
は
、
動
物
を
含
め
た
周
囲
の
様
々
な
物
事
に
直
接
接
触
で
き
な
い
と
い
う
限
界
の
認
識
が
、
人
間
と
動
物
の
境
界
の

問
い
直
し
や
、
主
人
公
と
「
夢
の
歌
」
の
男
の
子
た
ち
と
の
対
話
を
可
能
に
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
・
デ
・
カ
ス
ト
ロ
に
よ
る
多
自
然
主
義
の
考
え
方
は
、
動
物
を
含
め
た
人
間
以
外
の
諸
存
在
に
よ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
世
界
の
見
方

（
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
）
を
人
間
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
」
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
が
、「
真
昼
へ
」
に
お
い
て
は
、
白
ア
リ

や
ヤ
モ
リ
な
ど
に
よ
る
独
自
の
世
界
の
見
方
を
、
人
間
が
知
り
得
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
多
文
化
主
義
に
お
い
て
、
多
様
な
文
化
を
承
認
す
る
権
限
が
主

流
社
会
の
側
に
残
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
と
同
様
に
、
多
自
然
主
義
に
お
い
て
も
、
諸
存
在
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
承
認
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
で

あ
る
と
い
う
点
で
、
究
極
の
一
点
に
お
い
て
人
間
中
心
主
義
が
残
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
現
代
の
文
学
研
究
に
お
け
る
動
物
論
と
、
人
類
学
の
い
わ
ゆ
る

「
存
在
論
的
転
回
」
の
あ
い
だ
に
は
、
依
然
と
し
て
検
討
す
べ
き
点
が
多
く
存
在
し
て
い
る
よ
う
だ
。

（
8
）　

当
初
ア
イ
ヌ
語
の
口
承
文
学
を
「
一
人
称
叙
述
」
で
あ
る
と
し
た
の
は
金
田
一
京
助
で
あ
る
。
金
田
一
は
日
常
語
と
口
承
文
学
の
言
葉
づ
か
い
を
区
別
し
、
後
者
を

「
雅
語
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
場
合
、
4
人
称
は
「
雅
語
の
一
人
称
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
詳
し
い
説
明
は
、
中
川
・
志
田
・
奥
田
（
一
九

九
七
）
の
二
〇
一
―
二
一
一
頁
を
参
照
。
な
お
、
ア
イ
ヌ
語
の
口
承
文
学
に
お
け
る
人
称
の
問
題
に
関
し
て
は
、
佐
藤
（
二
〇
〇
四
）
や
、
中
川
（
二
〇
一
一
ａ
、
二

〇
一
一
ｂ
）、
藤
井
（
二
〇
一
六
）
な
ど
、
近
年
に
も
検
討
と
議
論
が
続
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。
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（
9
）　

四
人
称
は
日
常
会
話
に
お
い
て
は
基
本
的
に
複
数
で
用
い
ら
れ
る
が
、
特
に
口
承
文
学
の
場
合
に
は
単
数
と
複
数
が
使
い
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
人
称
を
「
四
人
称
」

と
呼
ぶ
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
り
、
田
村
す
ず
子
は
「
不
定
人
称
」
が
こ
の
基
本
に
あ
る
と
し
（
田
村
一
九
九
七
［
一
九
八
八
］）、
佐
藤
知
己
は
除
外

的
1
人
称
複
数
に
対
す
る
包
括
的
1
人
称
複
数
と
し
て
こ
れ
を
位
置
づ
け
て
い
る
（
佐
藤
二
〇
〇
八
）。
元
々
の
用
語
の
提
唱
者
で
あ
る
中
川
裕
は
、
近
年
の
論
考
で

は
こ
れ
を
名
指
す
こ
と
を
避
け
る
か
（
中
川
二
〇
一
一
ａ
及
び
二
〇
一
一
ｂ
）、「
不
定
人
称
」
の
語
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
中
川
二
〇
一
四
［
二
〇
〇
七
］）。

（
10
）　

本
来
、
ア
イ
ヌ
語
の
口
承
文
学
の
呼
称
に
は
地
域
差
が
あ
り
、
例
え
ば
神
謡
に
は
カ
ム
イ
・
ユ
カ
ㇻ
以
外
に
も
オ
イ
ナ
、
英
雄
叙
事
詩
に
は
ユ
カ
ㇻ
以
外
に
も
サ
コ

ㇿ
ペ
な
ど
の
呼
称
が
あ
り
、
特
定
の
地
域
の
呼
称
を
総
称
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
が
（
こ
れ
に
加
え
、
個
人
差
や
研
究
者
に
よ
る
呼
称
の
違
い
も
存
在

す
る
）、
津
島
は
比
較
的
公
刊
資
料
の
多
く
、
カ
ム
イ
・
ユ
カ
ㇻ
や
ユ
カ
ㇻ
の
呼
称
を
用
い
る
地
域
の
口
承
文
学
を
参
照
し
て
い
る
た
め
、
注
意
を
促
し
つ
つ
も
、
津

島
の
言
葉
づ
か
い
を
基
本
的
に
は
踏
襲
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
11
）　

本
稿
で
は
、
通
訳
を
理
解
の
不
十
分
さ
へ
の
自
覚
と
し
て
　

―
　

こ
れ
は
こ
れ
で
積
極
的
に
　

―
　

捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
マ
ク
ナ
イ
ト
と
ボ
ー
ダ
ッ
シ
ュ
は
、

「
語
り
手
の
経
験
の
外
延
は
彼
女
が
自
身
の
言
語
で
対
処
で
き
る
範
囲
を
超
え
て
お
り
、
翻
訳
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
翻
訳
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
せ
る
か

の
探
求
が
必
要
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
翻
訳
を
「
主
題
」
で
は
な
く
「
方
法
」
と
し
て
扱
っ
た
点
が
、
す
な
わ
ち
翻
訳
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
主
た
る
土
台

と
し
て
扱
っ
た
点
が
、
あ
り
が
ち
な
世
界
文
学
の
経
済
（
エ
コ
ノ
ミ
ー
）
を
乗
り
越
え
る
新
し
い
可
能
性
を
指
し
示
す
と
、『
黄
金
の
夢
の
歌
』
を
評
価
し
て
い
る

（M
cN

ight and Bourdaghs 2018, p.8

）、
翻
訳
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
本
稿
の
主
張
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
本
稿
で
も
、
こ
の
日

本
語
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
ア
イ
ヌ
語
が
確
実
に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
語
と
の
響
き
合
い
（
間
言
語
性
）
の
中
で
日
本
語
の
テ
ク
ス
ト
が
成
立
し
て
い
く
と

い
う
、
言
語
の
動
態
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

（
12
）　

萱
野
（
一
九
九
七
）
は
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、「
ア
イ
ヌ
語
で
ア
イ
ヌ
と
い
う
の
は
、
本
当
に
行
い
の
い
い
ア
イ
ヌ
に
だ
け
ア
イ
ヌ
と
言
い
ま
す
。（
中
略
）
普
通

で
あ
れ
ば
、
ち
ゃ
ん
と
働
く
ま
じ
め
な
ア
イ
ヌ
に
ア
イ
ヌ
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
自
分
の
こ
と
以
上
に
、
も
っ
と
ち
ゃ
ん
と
辺
り
の
こ
と
も
社
会
の
た
め
に
も

役
に
立
つ
ア
イ
ヌ
は
、
ア
イ
ヌ
ネ
ノ
ア
ン
ア
イ
ヌ
、
ア
イ
ヌ
を
二
つ
も
三
つ
も
重
ね
て
言
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
（
同
、
四
三
頁
）。
な
お
、
奥
田
（
一
九
八
九
）

は
、
織
田
ス
テ
ノ
さ
ん
が
「
立
派
な
人
間
」
の
意
味
で
、aynu kew

tum
 kor

「
人
間
の
心
を
持
つ
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
、
南
米
ア
ン

デ
ス
高
地
の
ア
イ
マ
ラ
語
に
お
い
て
も
、chuyinani

「
心
を
持
つ
」
が
「
立
派
な
、
経
験
を
積
ん
だ
人
間
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
。
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（
13
）　Calle 

（2010

）
は
、
ア
イ
マ
ラ
先
住
民
社
会
で
言
い
伝
え
（iw

xa

）
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
言
葉
に
「Jaqjam

 sarnaqañani ....... U
khakirakiy sum

a qam
asi-

ñas utjixa ...

（
ス
ペ
イ
ン
語
訳
：Com

o gente vam
os a andar ... A

hí nom
ás hay vida buena.

）（
日
本
語
訳
：
人
（jaqi

）
と
し
て
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
…
…
そ
こ
に
し
か
よ
き
生
活
は
存
在
し
な
い
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
人
の
資
質
と
生
活
の
質
が
連
動
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
同
、
十
二
頁
、

翻
訳
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。
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