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神話の構造分析の誕生：デュルケーム、グラネ、レヴィ＝ストロース

神
話
の
構
造
分
析
の
誕
生
：
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
グ
ラ
ネ
、レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス

神
話
の
構
造
分
析
は
間
違
い
な
く
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
︹Ém

ile 
D

urkheim

︺
の
﹃
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
﹄︹Les Form

es élém
entaires 

de la vie religieuse

︺
以
来
の
、
文
字
を
持
た
な
い
社
会
に
よ
っ
て

作
り
上
げ
ら
れ
た
知
的
体
系
に
つ
い
て
の
分
析
に
お
け
る
主
要
な

進
歩
を
体
現
し
て
い
ま
す
。
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
一
九
七
〇
年

代
初
頭
に
か
け
て
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
︹C

laude Lévi-Strauss

︺

が
展
開
し
た
こ
の
方
法
は
、
一
六
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
以
降
発

展
し
た
近
代
科
学
に
無
縁
の
分
類
体
系
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い

て
、
認
識
論
的
な
真
の
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
を
体
現
し
ま
し
た
。
こ
れ

が
最
初
に
入
念
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
民
族
学
の
分
野
を
大
き
く
越

え
て
、
こ
の
方
法
は
、
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
︹Jean-

Pierre Vernant

︺
あ
る
い
は
マ
ル
セ
ル
・
デ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
︹M

arcel 
D

etienne

︺
と
い
っ
た
著
者
に
対
し
て
、
古
代
以
来
の
文
献
学
的
研

究
の
長
い
伝
統
の
恩
恵
を
ギ
リ
シ
ャ
神
話
研
究
が
受
け
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
研
究
を
根
底
か
ら
革
新
さ
せ
る
こ
と

を
可
能
に
し
ま
し
た
。

構
造
分
析
の
大
き
な
強
み
は
、
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
未
開
の
思

考
の
不
条
理
性
の
証
拠
と
し
て
描
写
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
意
味
を
有

さ
な
い
と
見
做
さ
れ
て
き
た
物
語
の
全
体
が
、
実
際
に
は
固
有
の

合
理
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
点
に
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
が
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
﹁
野
生
の
思
考
﹂
と
名
づ
け
た

も
の
で
す
。
近
代
科
学
お
よ
び
技
術
に
お
い
て
用
い
ら
れ
、
ま
た

対
象
を
少
数
の
計
量
化
可
能
な
要
素
に
還
元
す
る
﹁
飼
い
慣
ら
さ

れ
た
思
考
﹂
と
は
対
照
的
に
、
野
生
の
思
考
は
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー

ス
に
よ
っ
て
、﹁
具
体
的
な
論
理
﹂
の
一
形
態
と
し
て
記
述
さ
れ
ま

し
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
厳
密
な
思
考
で
は
あ
る
が
、
科
学
に

よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
抽
象
の
レ
ベ
ル
を
通
る
こ
と
な
く
、
感
覚
の

質
の
レ
ベ
ル
で
作
動
す
る
も
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
四
巻
本
の
﹃
神

ジ
ル
ダ
・
サ
ル
モ
ン

国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
社
会
科
学
高
等
研
究
院

（
訳　

白
鳥
義
彦
）

特
集
２　

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告　

―
― 

ジ
ル
ダ
・
サ
ル
モ
ン
氏
を
迎
え
て
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フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
に
対
す
る
決
別
を
自
ら
に
刻
印
し
た
知
的
運
動

と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、﹃
親
族
の
基

本
構
造
﹄︹Structures élém

entaires de la parenté

︺
に
お
い
て
認

め
ら
れ
て
い
る
モ
ー
ス
︹M

arcel M
auss

︺
の
重
要
性
も
、
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
と
っ
て
、
女
性
の
交
換
と
い

う
手
段
を
通
じ
て
同
盟
関
係
を
結
ぶ
、
集
団
間
の
相
互
的
な
贈
与
の

全
体
と
し
て
結
婚
を
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、﹃
贈

与
論
﹄︹Essai sur le don

︺
で
練
り
上
げ
ら
れ
た
読
解
の
枠
組
み
を

親
族
体
系
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
た
。
こ
の
観
点
に
お
い

て
、﹃
親
族
の
基
本
構
造
﹄
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
学
派
か
ら
の
直
線

的
な
位
置
に
あ
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、
神
話
の
分
野
で
も
同
じ
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
し
ょ
う
か
？  

私
の
知
る
限
り
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
を
出
発
点

と
す
る
神
話
の
構
造
分
析
の
系
譜
学
は
、
こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
い
く
つ
か
の
障
害
が
実
際
、
そ
こ
に
立
ち
は
だ

か
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
第
一
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
も
モ
ー
ス

も
、
真
に
神
話
に
関
心
を
向
け
た
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
社
会
の
成
員
を
一
緒
に
集
め
て
行
動
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
宗

教
の
本
質
が
あ
る
と
考
え
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、﹃
宗
教
生
活
の
原

初
形
態
﹄
に
お
い
て
、
神
話
よ
り
も
儀
礼
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
神

話
の
テ
キ
ス
ト
の
研
究
に
お
い
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
学
は
し

た
が
っ
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
︹Friedrich M

ax M
üller

︺
の

比
較
文
献
学
お
よ
び
タ
イ
ラ
ー
︹Edw

ard B
urnett Tylor

︺
と
フ
レ

話
論
理
﹄︹M

ythologiques

︺
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、

生
の
も
の
と
調
理
さ
れ
た
も
の
、
新
鮮
な
も
の
と
腐
っ
た
も
の
と
い

う
具
体
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
ア
マ
ゾ
ン
の
社
会
が
動
物
種
と
の

関
係
に
お
い
て
人
間
の
条
件
を
考
え
、
そ
し
て
宇
宙
的
な
秩
序
の

中
で
自
ら
の
位
置
を
定
義
す
る
た
め
に
用
い
る
、
知
的
体
系
の
骨

格
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
す
。
と

り
わ
け
、
調
理
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
生
の
も
の
と
い
う
対
立
は
、

ア
マ
ゾ
ン
の
社
会
に
お
い
て
自
然
と
文
化
と
の
間
の
連
関
を
考
え

る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
食
料
を
調
理
す
る
こ
と
は
、
動
物

の
食
事
と
は
対
照
的
な
、
人
間
に
典
型
的
な
食
事
の
あ
り
方
の
出
現

に
対
応
し
て
い
ま
す
。
腐
っ
た
も
の
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
こ
ち

ら
は
と
言
え
ば
、
同
じ
社
会
に
お
い
て
、
人
間
を
超
自
然
的
な
存
在

に
対
置
さ
せ
る
、
死
や
病
の
様
態
を
考
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。

構
造
分
析
は
し
た
が
っ
て
、
文
字
を
持
た
な
い
人
々
の
宗
教
に
つ

い
て
の
比
較
分
析
に
基
づ
い
て
、
人
間
精
神
の
作
動
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
二
〇
世
紀
後
半
に
行
わ
れ
た
、
主
要
な
試
み
を
体
現
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
の
前
半
に
同
様
の
計
画
を
立
て
て

い
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
学
派
と
の
そ
の
関
係
の
本
質
は
、
決
し
て
明
快

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
構
造
人
類
学
が
言
語
学
的
な
道
具
を
広
く
援
用

し
、
そ
し
て
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
自
身
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け

る
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
︹R

om
an Jakobson

︺
と
の
出
会
い
の

重
要
性
を
大
い
に
強
調
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、構
造
主
義
は
一
般
に
、
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面
目
に
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
そ
ら
く
そ

れ
は
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
グ
ラ
ネ
か
ら
自
ら
が
受
け
た
恩
恵

の
本
質
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
何
も
語
っ
て
い
な
い
か
ら

で
し
ょ
う
。
い
く
つ
か
の
研
究
が
、
グ
ラ
ネ
が
中
国
の
親
族
関
係
を

研
究
し
た
著
書
﹃
古
代
中
国
に
お
け
る
婚
姻
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
近
親
関

係
﹄︹C

atégories m
atrim

oniales et relations de proxim
ité dans la 

C
hine ancienne

︺
が
﹃
親
族
の
基
本
構
造
﹄
を
執
筆
す
る
の
に
果

た
し
た
重
要
性
を
論
証
し
て
い
ま
す
。
私
は
と
り
わ
け
、イ
ヴ
・
グ
ー

デ
ィ
ノ
ー
︹Yves G

oudineau

︺
や
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
エ
ラ
ン
︹François 

H
éran

︺
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
た
論
文
を
念
頭
に
置
い
て
い
ま
す
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
よ
り
一
五
年
前
に
、
グ
ラ
ネ
は
実
際
、
モ
ー

ス
流
の
互
酬
性
の
理
論
を
、
親
族
関
係
の
体
系
の
分
析
な
ら
び
に
分

類
の
原
理
と
し
た
、
最
初
の
人
物
で
し
た
。
親
族
関
係
の
領
域
に
お

い
て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
グ
ラ
ネ
か
ら
受
け
た
恩
恵
は
し
た

が
っ
て
、
モ
ー
ス
か
ら
の
も
の
よ
り
も
い
っ
そ
う
直
接
的
か
つ
い
っ

そ
う
重
要
な
の
で
す
。

今
日
私
が
提
示
し
た
い
問
い
は
、
中
国
の
伝
説
に
関
す
る
グ
ラ
ネ

の
研
究
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
、
親
族
関
係
の
研
究
に
お
け
る
に

劣
ら
ず
重
要
な
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
学
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
主
張
さ

れ
る
断
絶
を
超
え
て
、
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、私
は
第
一
に
、

進
化
主
義
と
社
会
中
心
主
義
と
い
う
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
学
説
の
二

つ
の
中
心
的
な
論
点
に
対
し
て
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
行
っ
た
批

イ
ザ
ー
︹Jam

es G
eorge Frazer

︺
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
と

い
う
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
二
つ
の
主
要
な

伝
統
に
、
真
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
と
り
わ
け
、
そ
し
て
こ
こ
に
主
た
る
困
難
さ
が
存
す
る
の
で
す

が
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
社
会
中
心
主

義
に
対
立
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
﹃
今
日
の
ト
ー
テ
ミ
ス
ム
﹄︹Le 

Totém
ism

e aujourd’hui
︺
で
批
判
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

親
族
関
係
の
研
究
の
領
域
で
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー

ス
と
の
媒
介
者
の
役
割
を
果
た
し
た
モ
ー
ス
自
身
も
、﹁
社
会
の
象

徴
的
根
源
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
象
徴
主
義
に
つ
い
て
の
社
会
学
的
理
論
を
磨
き
上

げ︶
1
︵

﹂
よ
う
と
し
た
と
い
う
非
難
を
免
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
換
言
す
れ

ば
、
そ
の
起
源
を
社
会
生
態
学
に
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
流
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
生
成
の
原
理
そ
れ
自
体
が
、
レ
ヴ
ィ
＝

ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
一
つ
の
要
素
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
学
派
に

対
す
る
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
関
係
は
完
全
に
否
定
的
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
疑
問
を
投
げ
か
け
得
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。﹃
神
話
論
理
﹄
の
冒
頭
で
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
自
ら

の
着
想
の
主
た
る
源
泉
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
弟
子
で
モ
ー
ス
の

友
人
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
ま
さ
に
始
ま
り
の
時
期
に
亡
く

な
っ
た
マ
ル
セ
ル
・
グ
ラ
ネ
︹M

arcel G
ranet

︺
の
仕
事
に
あ
る
と

明
言
し
て
い
ま
す
。
こ
の
驚
く
べ
き
表
明
は
、
こ
れ
ま
で
決
し
て
真
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現
し
て
お
り
、
こ
れ
を
出
発
点
に
し
て
宗
教
的
思
考
の
本
質
を
定
義

す
る
こ
と
、
ま
た
同
時
に
よ
り
複
雑
な
宗
教
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
原
理
に
基
づ
い
て
い
ま

す︶
2
︵

。
そ
の
内
部
に
事
物
の
全
体
を
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
的
枠

組
み
を
、
社
会
組
織
が
未
開
の
分
類
に
提
供
す
る
と
い
う
命
題
は
、

と
り
わ
け
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
基
礎
を
置
い
て
い

る
の
で
す
。
モ
ー
ス
と
の
共
著
で
あ
る﹃
分
類
の
未
開
形
態
﹄︹Essai 

sur quelques form
es prim

itives de classification

︺
の
中
心
に
す
で

に
あ
っ
た
ト
ー
テ
ム
の
分
類
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
物
は
、
動
物
の

種
で
あ
れ
あ
る
い
は
星
で
あ
れ
、
実
際
あ
る
氏
族
に
結
び
つ
い
て
お

り
、い
わ
ば
社
会
形
態
学
が
世
界
全
体
に
投
影
さ
れ
て
い
ま
す
。い
っ

た
ん
こ
の
原
理
が
確
立
さ
れ
る
と
、
よ
り
発
展
し
た
あ
ら
ゆ
る
分
類

体
系
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
お
よ
び
モ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
こ
の
原
点
の

複
雑
化
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
中
で
は
社
会
の
影
響
が
次
第
に
目
立

た
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
﹃
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
﹄
を
執
筆
し
た
当
時
、

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
概
念
は
し
か
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
進

化
主
義
に
対
す
る
よ
り
広
い
批
判
の
一
環
と
し
て
、
異
議
を
唱
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
、
ア
メ
リ
カ
の
民
族
学
者
た

ち
は
、
異
な
る
文
化
が
、
最
も
単
純
な
形
態
か
ら
最
も
複
雑
な
形
態

に
至
る
一
様
な
文
化
発
展
の
過
程
の
諸
段
階
を
示
し
て
い
る
と
い
う

考
え
を
や
り
玉
に
あ
げ
て
い
ま
し
た
。
専
門
化
を
進
め
つ
つ
あ
っ
た

フ
ィ
ー
ル
ド
の
民
族
誌
学
が
蓄
積
し
つ
つ
あ
っ
た
豊
富
な
デ
ー
タ
に

判
を
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
第
二
に
、
マ
ル
セ
ル
・
グ

ラ
ネ
の
﹃
古
代
中
国
の
舞
踊
と
伝
説
﹄︹D

anses et légendes de la 
C

hine ancienne

︺
に
注
目
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
原
理
が
い
か

に
彼
に
お
い
て
中
国
の
伝
説
の
分
析
を
根
底
か
ら
一
新
す
る
こ
と
を

可
能
に
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
最
後
に
、

グ
ラ
ネ
に
よ
る
媒
介
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
な
が
ら
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

お
よ
び
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
お
け
る
知
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
社

会
形
態
学
と
の
間
の
関
係
を
読
み
直
す
こ
と
を
提
案
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

一　

�

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
進
化
主
義
と
社
会
中
心
主
義
へ

の
批
判

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
﹃
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
﹄
の
進
化
主

義
と
社
会
中
心
主
義
を
拒
否
し
た
理
由
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼

が
一
九
四
〇
年
代
初
頭
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
の
亡
命
中
に
な
し
た
、

ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
と
ロ
シ
ア
の
構
造
言
語
学
と
い
う
、
二
つ
の
大

き
な
発
見
に
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
二
つ
は
ど
ち
ら

も
実
際
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
知
識
社
会
学
の
基
盤
を
形
成
し
て
い

た
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
理
論
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
お
互
い
に
結
び
つ
き

合
っ
て
い
ま
し
た
。

﹃
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
﹄
の
論
証
全
体
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
が
最
も
原
始
的
で
最
も
単
純
な
宗
教
の
形
態
を
体
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な
特
徴
と
は
、
個
人
あ
る
い
は
そ
の
氏
族
に
対
し
て
ト
ー
テ
ム
と

な
る
動
物
あ
る
い
は
植
物
を
消
費
す
る
こ
と
の
禁
止
を
と
り
わ
け

伴
っ
た
儀
礼
的
な
行
動
や
、﹁
未
開
人
﹂
の
真
理
の
典
型
と
さ
れ
る

特
徴
、
と
り
わ
け
、
集
団
が
そ
こ
に
自
分
た
ち
の
祖
先
を
見
出
す

特
定
の
種
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
敬
意
、
そ
し
て
最
後
に
、
ト
ー

テ
ム
と
な
る
種
に
応
じ
て
名
づ
け
ら
れ
た
外
婚
制
の
氏
族
に
分
か

れ
た
こ
れ
ら
諸
社
会
の
社
会
組
織
お
よ
び
婚
姻
組
織
を
決
定
づ
け

る
規
則
で
す
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
と
っ
て
も
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ワ
イ
ザ
ー

に
と
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
﹁
ト
ー
テ
ム
の
複
合
体
﹂
は
、
実
際
に

は
、
異
質
な
い
く
つ
か
の
問
題
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
幻
想
で
す︶

4
︵

。
こ
う

し
て
、
し
か
じ
か
の
種
を
食
べ
る
こ
と
を
禁
ず
る
儀
礼
的
禁
止
の
問

題
は
、
動
物
種
を
も
と
に
し
た
氏
族
の
命
名
の
問
題
と
区
別
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
禁
じ
ら
れ
た
種
が
そ
の
氏
族
の
ト
ー
テ
ム
で

も
あ
る
場
合
の
よ
う
に
、
時
に
こ
れ
ら
二
つ
の
次
元
が
重
な
り
合
う

こ
と
が
も
し
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
偶
然
の
一
致
は
稀
な
こ

と
で
す︶

5
︵

。
氏
族
の
外
婚
制
の
社
会
学
的
な
問
題
、
食
物
の
禁
忌
の
問

題
、
氏
族
を
区
別
す
る
た
め
に
動
物
あ
る
い
は
植
物
を
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
用
い
る
こ
と
が
提
起
す
る
知
的
な
問
題
、
こ
れ
ら
は
し
た
が
っ

て
別
々
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
見
解
で
は
、
こ
れ
ら
の
異
な
っ
た
次
元

を
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
未
開
社
会
を
、
実
際
に
は
そ

う
で
は
な
い
の
に
わ
れ
わ
れ
と
さ
ら
に
異
な
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と

支
え
ら
れ
た
、そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
特
異
性
へ
の
新
機
軸
の
注
目
が
、

フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
︹Franz B

oas

︺
と
そ
の
弟
子
た
ち
を
、
空
間

的
に
も
時
間
的
に
も
離
れ
て
い
る
諸
社
会
を
同
じ
概
念
の
下
に
ま
と

め
る
こ
と
を
そ
れ
ま
で
可
能
に
し
て
い
た
類
似
性
が
幻
想
で
あ
る
と

糾
弾
す
る
よ
う
に
と
導
き
ま
し
た
。
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
粉
砕
す
る
こ

と
は
、
進
化
主
義
の
人
類
学
者
が
諸
社
会
の
多
様
性
を
い
く
つ
か
の

主
要
な
タ
イ
プ
に
還
元
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て

い
た
包
括
的
な
概
念
に
対
す
る
こ
う
し
た
批
判
の
、
最
も
有
名
な
例

で
あ
り
続
け
ま
し
た
。

一
九
一
〇
年
に
す
で
に
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ゴ
ー
ル
デ
ン
ワ
イ

ザ
ー
︹A

lexander G
oldenw

eiser

︺
は
、
人
間
が
い
ま
だ
自
ら
を

自
然
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
な
い
人
間
精
神

の
発
展
の
原
始
的
な
段
階
を
例
証
し
な
が
ら
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
が

客
観
的
現
実
を
構
築
し
得
る
と
い
う
命
題
に
疑
問
を
呈
し
ま
し
た︶

3
︵

。

五
〇
年
後
に
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
っ
て
﹃
今
日
の
ト
ー
テ

ミ
ス
ム
﹄
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
こ
の
批
判
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

お
よ
び
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
す
べ
て
の
人
類
学
者
に

と
っ
て
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
が
宗
教
な
ら
び
に
未
開
社
会
を
組
織
す
る
主

要
な
原
理
を
構
成
し
て
い
た
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
文
化
の
進
化

主
義
的
科
学
の
計
画
の
ま
さ
に
土
台
を
揺
さ
ぶ
り
ま
し
た
。
ト
ー
テ

ミ
ズ
ム
の
概
念
の
意
義
は
、
人
類
学
者
に
対
し
て
、
最
も
原
始
的
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
諸
社
会
の
い
く
つ
か
の
顕
著
な
特
徴
を
関

連
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
顕
著
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ロ
ー
ス
は
、﹁
未
開
人
﹂
と
﹁
文
明
人
﹂
と
の
間
の
対
立
を
捨
て
去

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
未
開
社
会
の

相
互
間
を
隔
て
る
社
会
的
、
宗
教
的
、
知
的
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
広
が
り
の
全
体
を
研
究
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
現

代
社
会
は
実
際
に
は
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
未
開
社
会
と
多
く
の
特
徴

を
共
有
し
て
お
り
、
現
代
社
会
を
別
に
と
ら
え
る
必
要
は
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。

換
言
す
れ
ば
、
進
化
主
義
者
が
文
化
を
序
列
づ
け
る
た
め
に
用
い

る
進
歩
の
﹁
垂
直
な
﹂
階
梯
に
対
し
て
、
構
造
人
類
学
は
お
互
い
に

同
一
の
地
理
的
な
領
域
に
属
す
る
社
会
を
分
け
る
一
連
の﹁
水
平
な
﹂

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
探
究
を
対
置
さ
せ
ま
す
。し
た
が
っ
て
、レ
ヴ
ィ

＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
と
っ
て
、
異
文
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
特
定
の

事
例
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
理
的
思
考
あ
る
い
は
宗
教
の
起

源
を
突
き
止
め
よ
う
と
主
張
す
る
こ
と
は
論
外
で
す
。
人
類
学
が
説

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
む
し
ろ
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
根
本

的
な
事
実
な
の
で
す
。

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
統
一
性
を
粉
々
に
打
ち
砕
く
ア
メ
リ
カ
人
類
学

の
こ
の
遺
産
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
分
析
と
の
第
二
の
線
が
加
わ

り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
今
度
は
構
造
言
語
学
に
由
来
す
る
も
の
で
、
社

会
中
心
主
義
の
原
則
を
問
題
と
す
る
よ
う
に
と
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー

ス
を
導
き
ま
す
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
実
際
、﹁
集
合
意
識
﹂

あ
る
い
は
﹁
集
合
表
象
﹂
と
い
っ
た
、
哲
学
の
伝
統
に
由
来
す
る
概

念
を
集
合
的
な
水
準
へ
と
移
し
替
え
る
こ
と
と
な
る
諸
概
念
を
遠
ざ

に
し
て
し
ま
い
ま
し
た︶

6
︵

。
も
し
こ
れ
ら
の
儀
礼
的
、
社
会
的
、
知
的

な
問
題
が
別
々
に
扱
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
わ
れ
わ
れ

に
お
い
て
も
問
わ
れ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
未
開
の
思
考
と
文

明
化
さ
れ
た
思
考
と
を
対
立
さ
せ
る
理
由
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
に
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
流
の
食
物
の
禁
忌
が

あ
り
、
わ
れ
わ
れ
流
の
外
婚
制
の
規
則
（
そ
れ
は
、
他
の
社
会
に
お

け
る
も
の
と
比
べ
る
と
、
か
な
り
限
定
的
で
は
あ
り
ま
す
が
）
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
と
り
わ
け
マ
ス
コ
ッ
ト
で
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の
事
例
の
よ
う
に
、
集

団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
象
徴
す
る
た
め
に
動
物
の
エ
ン
ブ
レ
ム

を
使
用
し
て
い
ま
す
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
進
化
主
義
の
人
類
学
者
に
対
し
て
と

同
様
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
対
し
て
向
け
た
最
初
の
批
判
は
し
た

が
っ
て
、
宗
教
な
ら
び
に
分
類
的
思
考
の
起
源
を
そ
こ
に
求
め
る

た
め
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
い
く
つ
か
の
社
会
に
お
い
て
見
出

さ
れ
る
、
社
会
的
、
儀
礼
的
、
知
的
な
特
徴
の
偶
然
的
な
組
み
合

わ
せ
を
誇
張
し
た
と
い
う
こ
と
に
存
し
ま
す
。
反
対
に
、
儀
礼
的
態

度
、
氏
族
の
命
名
の
様
式
、
知
的
分
類
体
系
が
示
す
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
全
体
を
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
だ
け
で
な
く
、
民
族
学
者
が
研
究

す
る
あ
ら
ゆ
る
社
会
で
よ
り
広
く
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

進
化
主
義
が
、
原
始
的
な
起
源
か
ら
現
代
社
会
に
ま
で
至
る
進
化
の

シ
ナ
リ
オ
を
想
像
す
る
前
に
、
原
始
社
会
の
特
徴
を
ア
ル
カ
イ
ス
ム

の
あ
る
種
の
理
念
型
と
融
合
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
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を
提
供
す
る
も
の
は
し
た
が
っ
て
、
社
会
形
態
学
、
す
な
わ
ち
明
確

な
氏
族
へ
の
人
間
の
分
配
な
の
で
す
。
ト
ー
テ
ム
の
分
類
に
お
い
て

は
、
人
間
、
動
物
、
そ
し
て
星
は
こ
う
し
て
、
氏
族
へ
の
共
通
の
結

び
つ
き
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
枠
組
み
の
中
に
混
在
す
る
も
の
と

見
做
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
の
事
物
と
は
異
な
っ
て
、
社
会
が
知
覚
の

不
明
瞭
な
集
塊
に
還
元
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
が
独
特

の
表
象
、
す
な
わ
ち
集
合
表
象
の
客
体
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
と

り
わ
け
そ
の
主
体
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。
集
合
表
象
は
、
真
正
の
概

念
の
存
在
に
必
要
な
永
続
性
と
非
人
格
性
を
有
す
る
唯
一
の
も
の

な
の
で
す︶

7
︵

。

し
か
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
モ
ー
ス
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
起
源
に
つ

い
て
の
有
力
な
仮
説
を
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、
彼
ら
は
反
対
に
、

い
か
に
し
て
、
ま
た
ど
う
し
て
、
世
界
の
事
物
が
他
の
氏
族
で
は
な

く
あ
る
氏
族
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
か
を
説
明
す
る
に
至
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
彼
ら
の
理
論
の
主
要
な
弱
点
で
す
。
こ
の

理
論
は
、
あ
る
集
団
を
別
の
動
物
で
は
な
く
こ
の
動
物
の
氏
族
に
、

別
の
星
で
は
な
く
こ
の
星
に
、
等
々
と
結
び
つ
け
る
よ
う
に
と
導
く

理
由
に
つ
い
て
、何
も
語
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
れ
が
、

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
モ
ー
ス
を
、
こ
う
し
た
集
合
の
原
理
を
感
情
の
中

に
求
め
る
よ
う
に
と
導
い
た
理
由
な
の
で
す
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
利

用
可
能
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
で
事
物
が
分
配
さ
れ
る
の
は
、﹁
感
情
の

類
縁
性
﹂に
応
じ
て
な
の
で
す︶

8
︵

。こ
の
点
に
お
い
て
、彼
ら
の
研
究
は
、

未
開
の
思
考
を
知
的
と
い
う
よ
り
も
よ
り
情
緒
的
な
思
考
と
し
て
記

け
ま
す
。
彼
は
む
し
ろ
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
︹Ferdinand de Saussure

︺

や
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
か
ら
借
用
し
た
記
号
モ
デ
ル
の
助
け
を
得
て
、
文
字

を
持
た
な
い
社
会
が
練
り
上
げ
た
分
類
体
系
の
分
析
に
取
り
組
む
こ

と
を
選
択
し
ま
し
た
。

﹃
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
﹄
は
、
根
本
的
に
カ
ン
ト
主
義
的
な
作

品
で
す
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
社
会
的
な
起
源
を
確
立
す
る
た
め
に
、

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
経
験
主
義
に

対
す
る
批
判
の
原
則
を
再
び
取
り
上
げ
、
感
覚
的
な
知
覚
が
提
供
す

る
イ
メ
ー
ジ
の
漠
然
と
し
た
特
徴
を
強
調
し
ま
す
。
自
ら
に
委
ね
ら

れ
、
個
人
の
悟
性
は
確
か
に
類
似
性
の
認
識
に
基
づ
い
た
比
較
を
行

う
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
し
か
し
明
確
に
定
義
づ
け
ら
れ
た
事
物
の

分
類
を
切
り
分
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
多
様
な
感
覚
は
そ
れ
を

首
尾
一
貫
し
た
体
系
に
組
織
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
形
式

0

0

を

提
供
し
な
い
の
で
、
知
覚
の
デ
ー
タ
に
秩
序
を
課
す
た
め
に
こ
の
形

式
は
外
部
か
ら
来
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト
と
の
唯
一
の
相

違
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
こ
の
形
式
は
純
粋
な
理
解
の
形
式

で
は
な
く
、
社
会
の
形
式
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
カ

ン
ト
的
な
モ
デ
ル
は
、
超
越
的
な
主
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
単

純
に
変
更
す
る
だ
け
で
維
持
さ
れ
得
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
個
人

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
代
え
て
、
集
合
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う

変
更
で
す
。

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
お
よ
び
モ
ー
ス
に
と
っ
て
、
未
開
社
会
が
そ
の
周

囲
を
取
り
囲
む
事
物
の
全
体
を
分
類
す
る
た
め
に
用
い
る
枠
組
み
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対
立
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
が
、構
造
は
明
確
な
内
容
を
持
た
な
い
。

構
造
は
、
現
実
の
固
有
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
論
理
的
な
構
成
に

お
い
て
理
解
さ
れ
た
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る︶

10
︵

。﹂
彼
は
、
視
覚
の
生

理
学
的
基
盤
に
関
す
る
研
究
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
な
が
ら
、視
覚
は
、

構
造
分
析
の
モ
デ
ル
と
な
る
音
韻
論
的
対
立
に
匹
敵
す
る
、
独
特
な

対
立
の
全
体
を
使
っ
て
事
物
の
分
解
を
行
う
と
主
張
し
ま
す
。
換
言

す
れ
ば
、
眼
は
、
不
明
瞭
な
連
続
体
を
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
高

低
、
静
止
と
運
動
、
明
暗
、
水
平
と
垂
直
、
等
々
の
差
異
化
的
な
関

係
の
全
体
を
コ
ー
ド
化
す
る
の
で
す︶

11
︵

。
ま
ず
不
明
瞭
な
イ
メ
ー
ジ
が

存
在
し
、
次
い
で
そ
れ
に
対
し
て
形
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え
る
の
は

誤
り
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
知

覚
は
独
特
な
対
立
の
作
用
に
よ
っ
て
最
初
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
す
。

い
っ
た
ん
こ
の
原
則
が
確
立
さ
れ
る
と
、
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
側
面

を
、
そ
れ
が
社
会
的
な
次
元
で
あ
れ
あ
る
い
は
他
の
次
元
で
あ
れ
、

特
定
の
次
元
に
帰
す
る
こ
と
は
根
拠
の
な
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が

理
解
さ
れ
ま
す
。
実
際
、知
性
に
よ
っ
て
高
い
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
、

意
味
を
コ
ー
ド
化
す
る
活
動
は
、
分
類
の
原
理
の
多
様
性
を
即
座
に

明
ら
か
に
し
ま
す
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
考
え
た
こ
と
と
は
反
対
に
、

い
わ
ゆ
る
ト
ー
テ
ム
的
な
分
類
が
提
起
す
る
問
題
は
、
そ
う
し
た
分

類
が
動
員
す
る
形
式
の
起
源
を
見
出
す
こ
と
に
で
は
な
く
、
そ
う
し

た
分
類
が
包
含
す
る
異
な
る
水
準
間
の
対
応
関
係
を
理
解
す
る
こ
と

に
あ
り
ま
す
。

述
し
、論
理
の
制
約
か
ら
大
い
に
解
放
さ
れ
て
い
る
と
す
る
、レ
ヴ
ィ

＝
ブ
リ
ュ
ー
ル
︹Lucien Lévy-B

ruhl

︺
の
先
論
理
の
心
性
の
理
論

へ
の
道
を
開
き
ま
し
た
。
別
の
面
で
は
、
科
学
的
思
考
が
い
か
に
し

て
最
終
的
に
、
も
と
も
と
は
社
会
か
ら
借
用
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

混
同
さ
れ
て
い
た
現
実
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
る
の
か
を

説
明
す
る
た
め
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
理
性
の
段
階
的
な
覚
醒
と

い
う
非
常
に
古
典
的
な
構
図
―
―
社
会
学
的
分
析
が
特
別
な
光
を
当

て
る
こ
と
の
な
い
プ
ロ
セ
ス
―
―
に
戻
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
否
定
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
知
的

進
化
主
義
で
す
。
彼
の
見
解
で
は
、﹁
野
生
の
思
考
﹂
は
、
科
学

的
思
考
よ
り
も
論
理
性
の
低
い
思
考
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ

と
を
示
す
た
め
に
、
彼
は
、
情
緒
性
に
頼
る
こ
と
を
一
切
し
な
い
、

い
わ
ゆ
る
ト
ー
テ
ム
の
分
類
の
分
析
を
提
唱
し
ま
す︶

9
︵

。
し
か
し
こ

れ
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
社
会
中
心
主
義
の
根
底
に
あ
る
カ
ン

ト
的
な
モ
デ
ル
を
再
び
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な

の
で
す
。

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
感
覚
的
な
知
覚
が
無
定
形
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
認
め
た
か
ら
こ
そ
、
社
会
的
枠
組
み
や
知
的
枠
組
み
を
同
定
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。分
類
を
構
築
す
る
た
め
に
は
し
た
が
っ
て
、

感
覚
的
な
も
の
の
外
部
に
あ
る
形
式
が
必
要
で
し
た
。
反
対
に
、
レ

ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
知
覚
の
内
容
は
最
初
か
ら
構
造
化
さ
れ
て

0

0

0

0

0

0

い
る

0

0

と
主
張
し
ま
す
。﹁
形
式
は
、
そ
れ
と
は
無
関
係
な
物
質
と
の
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差
異
に
相
関
し
て
い
る
場
合
に
し
か
、
言
語
の
秩
序
に
対
し
て
意

味
を
持
た
な
い
と
示
し
ま
す
。
そ
し
て
反
対
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、

思
考
が
行
う
概
念
的
区
別
が
音
の
差
異
と
関
連
し
て
い
る
場
合
に

し
か
、
思
考
は
安
定
的
な
概
念
を
切
り
分
け
る
に
は
至
ら
な
い
と

主
張
し
ま
す
。
言
語
の
モ
デ
ル
の
お
か
げ
で
、
異
質
な
秩
序
の
対

応
関
係
に
よ
っ
て
構
造
が
構
築
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
間
に
確

立
さ
れ
た
相
関
関
係
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
相
互
に
安
定
化
す
る
と

い
う
こ
と
が
、
こ
う
し
て
理
解
さ
れ
ま
す
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス

は
ト
ー
テ
ム
の
分
類
に
適
用
す
る
た
め
に
こ
の
命
題
を
再
び
取
り
上

げ
、
次
い
で
神
話
に
も
適
用
し
ま
す
が
、
神
話
も
ま
た
多
次
元
的
な

分
類
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
こ
の
言
葉
に
厳
密
な
意
味
を

与
え
な
が
ら
そ
れ
ら
を
象
徴
的

0

0

0

分
類
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
理

由
な
の
で
す
。

二　

比
較
神
話
学
か
ら
伝
説
の
社
会
学
へ

未
開
の
分
類
に
つ
い
て
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
解
釈
の
原
理
そ

の
も
の
に
対
し
て
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
向
け
る
厳
し
い
批
判

を
踏
ま
え
る
と
、
彼
が
﹃
神
話
論
理
﹄
の
冒
頭
で︶

13
︵

マ
ル
セ
ル
・
グ

ラ
ネ
を
着
想
の
主
要
な
源
泉
と
し
て
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
、
驚

か
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
、﹃
中
国
古
代
の
舞
踏
と
伝
説
﹄

に
お
け
る
グ
ラ
ネ
の
野
望
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
社
会
学
を
中

国
の
伝
説
の
分
析
に
適
用
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
著
作

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
﹁
ト
ー
テ
ム
の
複
合
体
﹂
の
あ
ら
ゆ
る

現
実
を
否
定
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
が
、彼
は
反
対
に
、

社
会
集
団
が
な
ぜ
非
常
に
頻
繁
に
動
物
種
や
植
物
種
と
の
関
係
を
有

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
ろ
う
と
い
う
知
的
な
問
題
に
対
す
る
答

え
を
示
そ
う
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
彼
が
提
案
す
る
答
え
は
、

生
物
学
的
な
種
は
﹁
思
考
を
行
う
に
適
し
て
い
る︶

12
︵

﹂
と
い
う
も
の
で

す
。
種
の
間
の
差
異
は
と
り
わ
け
明
瞭
で
あ
る
の
で
、
こ
う
し
た
差

異
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
区
別
、
そ
し
て
と
り
わ
け
社
会
集
団
の

間
の
区
別
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
特
権
的
な
作
用
素
と
し
て
役
に
立

つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
と
っ
て
、ト
ー

テ
ミ
ズ
ム
は
こ
う
し
て
、
現
実
の
二
つ
の
水
準
の
間
の
混
同
で
は
な

く
、
差
異
の
二
つ
の
体
系
の
間
の
相
同
性
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
あ

る
人
間
集
団
を
あ
る
動
物
種
に
結
び
つ
け
る
情
緒
的
な
同
一
性
は
存

在
し
ま
せ
ん
。
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
は
、
氏
族
間
の
社
会
的
な
差
異

0

0

0

0

0

0

が
種

間
の
自
然
的
な
差
異

0

0

0

0

0

0

に
似
て
い
る
と
い
う
原
則
に
基
づ
い
た
、
厳
格

な
知
的
体
系
な
の
で
す
。

こ
の
分
析
に
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
な
記
号
モ
デ
ル
の
再
来
が
容
易

に
認
め
ら
れ
ま
す
。﹃
一
般
言
語
学
講
義
﹄︹C

ours de linguistique 
générale

︺
は
、
言
語
の
組
織
は
、
音
の
差
異
と
意
味
の
差
異
と
い

う
差
異
の
二
つ
の
体
系
の
交
点
に
構
築
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
つ
の
体
系
は
、
お
互
い
に
外
部
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
接
触
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
決
定
さ

れ
ま
す
。
こ
う
し
て
、
音
韻
論
は
、
音
の
差
異
は
そ
れ
が
意
味
の
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と
り
わ
け
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
＝
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
神
話
の

新
た
な
科
学
を
創
始
す
る
た
め
に
、
比
較
文
法
学
の
成
果
を
拠
り

ど
こ
ろ
と
し
ま
し
た
。
古
典
的
な
神
話
に
見
出
さ
れ
る
、
し
ば
し

ば
非
論
理
的
で
、
時
に
衝
撃
的
な
物
語
の
謎
を
解
く
た
め
に
、
マ
ッ

ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
二
つ
の
補
足
的
な
操
作
を
行
い
ま
し
た
。
ま

ず
彼
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神
話
を
、
イ
ン
ド
文
学
の
中
に
見

出
さ
れ
る
、
よ
り
古
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
結
び
つ
け
よ
う
と
つ
と
め

ま
し
た
。
こ
う
し
て
時
間
を
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ

ラ
ー
は
、
神
話
が
も
と
も
と
は
、
自
然
の
情
景
を
前
に
し
た
未
開

人
の
驚
き
を
証
言
す
る
合
理
的
な
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
そ
う

と
し
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
物
語
を
語
る
人
々
が
も
は
や
そ
の
当

初
の
意
味
を
理
解
で
き
な
く
な
る
の
に
応
じ
て
、
物
語
の
意
味
が
空

虚
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
第
二
段
階
に
お
い
て
の
こ
と
に
し
か
過

ぎ
ま
せ
ん
。
か
く
し
て
、
比
較
神
話
学
の
第
二
の
操
作
は
、
神
話
が

伝
え
ら
れ
る
過
程
に
お
い
て
生
じ
る
、
意
味
の
漸
次
的
な
喪
失
を
追

う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
言
葉
が
変
化
す
る
た
め
に
、
神
話
の
語
り
手

た
ち
は
も
は
や
古
来
の
テ
キ
ス
ト
を
理
解
で
き
な
く
な
り
、
そ
し
て

も
は
や
理
解
で
き
な
く
な
る
ほ
ど
に
当
初
の
意
味
を
変
形
さ
せ
る
の

で
す︶

14
︵

。
こ
れ
が
、
ミ
ュ
ラ
ー
が
神
話
を
﹁
言
葉
の
病︶

15
︵

﹂
と
定
義
し
た
理
由

で
す
。
神
話
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
不
条
理
な
物
語
の
全
体
は
、
彼
の

見
解
に
よ
る
と
、
当
初
は
合
理
的
で
あ
っ
た
物
語
に
な
さ
れ
た
一

連
の
混
乱
と
誤
解
の
結
果
な
の
で
す
。
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
神

が
な
ぜ
構
造
分
析
の
形
成
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を

示
そ
う
と
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
と
の
連

続
性
の
一
形
態
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。

グ
ラ
ネ
の
著
作
の
重
要
性
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
二
〇
世
紀
初

頭
に
お
い
て
は
神
話
や
伝
説
の
研
究
は
文
献
学
が
優
勢
で
あ
っ
た
こ

と
を
思
い
起
こ
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
実
際
、

文
字
を
持
た
な
い
社
会
の
神
話
の
分
析
は
、
一
九
世
紀
末
以
降
、
と

り
わ
け
タ
イ
ラ
ー
や
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
て
い
た

も
の
の
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神
話
に
対
し
て
、
ま
た
程
度
は
低
い

も
の
の
イ
ン
ド
や
中
国
や
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
と
い
っ
た
他
の
文
明
の

神
話
に
対
し
て
、
周
縁
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
口
承

の
伝
統
に
対
す
る
書
か
れ
た
文
学
の
優
越
の
た
め
に
、
文
献
学
が

二
〇
世
紀
の
半
ば
ま
で
、
神
話
分
析
の
方
法
の
主
た
る
研
究
室
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
グ
ラ
ネ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
独
創
性
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
私
は
し
た
が
っ
て
神
話
に
つ
い
て
の
文
献
学
的
な
分

析
の
歴
史
か
ら
始
め
る
こ
と
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

文
献
学
は
、
そ
の
発
展
が
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
ま
で
遡
る
古
く
か
ら

の
学
問
分
野
で
す
が
、
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
の
比
較
文
献
学

の
出
現
に
よ
っ
て
、
一
九
世
紀
に
復
興
を
見
ま
し
た
。
こ
の
新
た
な

比
較
言
語
学
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
間
の
親
縁
関
係
の
論
証
に
基
づ
い
て
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神
話

を
古
代
イ
ン
ド
の
神
話
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
ま
し
た
。
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状
況
に
直
面
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
代
に
関
連
す
る
文
書
が
ほ
と

ん
ど
完
全
に
欠
如
し
て
い
た
の
で
す
。
私
た
ち
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い

る
テ
キ
ス
ト
に
は
根
本
的
な
改
変
の
痕
跡
が
あ
り
、
そ
の
伝
達
の
嘆

か
わ
し
い
状
況
は
、
領
主
制
が
成
立
し
た
時
期
に
つ
い
て
の
直
接
的

な
証
拠
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
希
望
を
奪
い
去
る
も

の
で
し
た︶

16
︵

。
最
初
の
問
題
は
し
た
が
っ
て
、﹁
領
主
権
力
お
よ
び
そ

れ
に
密
接
に
関
連
す
る
諸
制
度
の
出
現
を
促
し
た
事
実
と
環
境
の

条
件
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
文
書
全
体
を
構
成
す
る︶

17
︵

﹂
こ
と
が

可
能
な
方
法
を
定
義
す
る
こ
と
で
す
。
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
解
決
策
は
、
そ
れ
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
当
初
の

バ
ー
ジ
ョ
ン
か
ら
逸
脱
し
た
改
竄
や
変
形
を
古
代
の
テ
キ
ス
ト
の

中
に
暴
き
出
す
た
め
に
、
文
献
学
的
な
ら
び
に
歴
史
学
的
な
考
証
へ

と
向
か
う
と
い
う
こ
と
に
存
し
ま
す
。
し
か
し
グ
ラ
ネ
は
、
こ
の
方

策
に
よ
っ
て
中
国
学
者
が
得
た
結
果
―
―
そ
れ
は
そ
の
上
、
中
国
人

の
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
い
っ
そ
う
古
い
研
究
を
延
長
す

る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
―
―
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
を
拒
否

し
ま
し
た
。

こ
の
拒
否
の
理
由
は
、
明
確
に
さ
れ
る
価
値
が
あ
り
ま
す
。
第
一

に
、
グ
ラ
ネ
に
と
っ
て
、
中
国
文
学
の
現
状
は
、
古
代
の
作
品
の
再

構
成
の
試
み
を
空
し
い
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
テ
キ
ス
ト
の
破
壊
と

変
形
は
、文
献
学
に
よ
る
考
証
が
意
義
に
値
す
る
結
果
に
至
る
に
は
、

あ
ま
り
に
深
刻
過
ぎ
た
の
で
す︶

18
︵

。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
グ
ラ
ネ
に
と
っ
て
主
要
な
問
題
は
、
文
献
学
的
考
証
の
失
敗
に

話
の
科
学
の
発
展
に
著
し
い
影
響
を
与
え
た
こ
の
解
釈
を
通
じ
て
、

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
文
献
学
者
た
ち
の
研
究
方
法
を
先
鋭
化
さ

せ
ま
し
た
。利
用
可
能
な
様
々
な
写
本
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

文
献
学
者
た
ち
は
実
際
、
改
変
さ
れ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
よ
り
も
さ
ら
に

古
い
と
同
時
に
さ
ら
に
真
正
な
、
テ
キ
ス
ト
の
当
初
の
意
味
を
有
す

る
原
本
へ
遡
ろ
う
と
力
を
尽
く
し
た
の
で
す
。

グ
ラ
ネ
が
中
国
の
伝
説
に
対
す
る
社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
主

張
し
た
時
、
問
題
と
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
原
則
で
し
た
。
グ

ラ
ネ
は
実
際
、
伝
説
が
被
っ
た
改
変
を
、
物
語
が
当
初
の
意
味
を
失

う
よ
う
な
偶
発
的
な
誤
り
に
還
元
す
る
こ
と
を
拒
否
し
ま
す
。
反
対

に
彼
は
、
こ
う
し
た
改
変
そ
れ
自
体
が
意
味
深
い
も
の
で
あ
る
の
だ

と
主
張
し
ま
す
。
伝
説
を
語
ろ
う
と
す
る
人
々
の
精
神
に
影
響
を
及

ぼ
す
伝
統
的
な
構
図

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
限
り
、
こ
う
し
た
改

変
は
、
社
会
学
に
と
っ
て
特
権
的
な
対
象
で
さ
え
あ
る
の
で
す
。
と

こ
ろ
で
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
﹃
神
話
論
理
﹄
に
お
い
て
適
用

し
た
変
換
の
方
法
は
、
ま
さ
し
く
、
伝
達
に
際
し
て
神
話
が
被
っ
た

改
変
こ
そ
が
、
そ
の
神
話
の
構
造
に
到
達
す
る
最
良
の
手
段
だ
と
い

う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
、の
ち
に
明
ら
か
に
し
ま
し
ょ
う
。

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
原
則
が
い
か
に
し
て
、

そ
れ
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
文
献
学
的
な
分
析
と
逆
の
主
張
を
す
る

よ
う
に
と
グ
ラ
ネ
を
導
い
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る

の
で
す
。

古
代
中
国
の
制
度
を
研
究
す
る
た
め
に
、
グ
ラ
ネ
は
複
雑
微
妙
な
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出
来
事
と
の
対
比
で
、
そ
れ
は
再
構
成
さ
れ
得
る
も
の
で
、
理
想

的
に
考
え
ら
れ
る
﹁
真
実
﹂
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
ら
で
す
。
し
か
し
グ
ラ
ネ
は
伝
説
と
歴
史
と
の
間
に
伝
統
的

に
認
め
ら
れ
て
き
た
関
係
を
逆
転
さ
せ
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
、
伝

統
的
な
主
題
は
、
歴
史
的
な
事
実
に
対
し
て
事
後
的
に
押
し
付
け

ら
れ
た
変
形
で
は
な
く
、
反
対
に
、
あ
ら
ゆ
る
物
語
の
第
一
の
素

材
な
の
で
す
。

良
識
の
真
実
と
し
て
、
事
実
の
物
語
は
は
じ
め
は
正
確
だ
っ

た
も
の
の
、
熱
狂
的
な
支
持
者
と
無
信
仰
者
と
が
協
力
し
た
お

か
げ
で
、
少
し
ず
つ
変
化
し
後
退
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
世
俗

の
生
活
に
お
い
て
も
、
ま
た
平
時
に
お
い
て
さ
え
も
、
出
来
事

が
感
動
を
少
し
で
も
も
た
ら
し
、
記
憶
に
と
ど
め
る
に
値
す
る

な
ら
ば
、
最
初
の
定
型
句
は
、
決
ま
っ
た
主
題
を
型
ど
お
り
に

あ
て
は
め
る
こ
と
で
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
構
図
な

の
か
？  

あ
る
い
は
歴
史
の
構
築
の
た
め
に
、
そ
の
背
後
に
追

い
や
ら
れ
た
歴
史
的
事
実
な
の
か
？︶

21
︵

﹁
事
実
﹂
と
い
う
言
葉
の
グ
ラ
ネ
の
用
法
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
社
会
的
事
実
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の

識
別
の
基
準
は
拘
束
的
な
特
性
に
存
し
ま
す
。
古
代
の
時
代
に
お
い

て
は
し
た
が
っ
て
、
真
の
事
実
を
構
成
す
る
の
は
伝
説
な
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
伝
説
こ
そ
が
疑
う
余
地
の
な
い
社
会
的

0

0

0

現
実
を
有
し
て
い

で
は
な
く
、
そ
の
成
功
に
あ
り
ま
し
た
。﹁
作
品
は
時
代
に
よ
る
破

損
を
う
け
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
考
証
の
成
功
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら

れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
保
証
し
な
い︶

19
︵

。﹂
テ
キ
ス
ト
を

純
粋
な
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
そ
の
意
図
に
お
い
て
、
考
証
は
、
古

代
中
国
の
歴
史
に
到
達
し
得
る
唯
一
の
文
書
、
伝
説
的
な
物
語
を
組

織
す
る
伝
統
的
な
主
題
で
あ
る
文
書
を
消
失
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
奇
想
天
外
な
こ
と
を
排
除
す
る
た
め
に
、
古
代
の
物
語
に
真
実

ら
し
さ
と
い
う
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
献
学
的
な
考

証
は
実
際
に
は
、
そ
れ
ら
を
儒
教
の
正
統
教
義
に
一
致
さ
せ
よ
う
と

躍
起
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
孔
子
に
帰
せ
ら
れ
る
奇

跡
を
改
竄
さ
れ
た﹁
道
家
的
寓
話
﹂で
あ
る
と
告
発
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
王
朝
期
の
学
者
た
ち
が
、
よ
り
真
正
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
私
た
ち

が
到
達
で
き
る
よ
う
に
と
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
あ
ま
り
に
無

邪
気
過
ぎ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
学
者
た
ち
は
、
孔
子
の
教
え
に

反
す
る
と
思
わ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
除
き
、
自
ら
の
教
義
の
原

則
に
基
づ
い
て
、
自
ら
の
学
派
の
師
の
伝
記
を
書
き
改
め
る
こ
と
で

満
足
し
て
い
る
の
で
す︶

20
︵

。

歴
史
を
利
す
る
形
で
伝
説
を
取
り
除
く
こ
と
を
望
み
な
が
ら
、

文
献
学
的
な
考
証
は
、
伝
統
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
主
題

0

0

と
、
出
来

事
を
物
語
に
仕
立
て
る
た
め
に
古
代
の
作
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ

た
構
図

0

0

と
を
隠
蔽
し
ま
し
た
。
グ
ラ
ネ
が﹁
作
品
﹂と
の
対
比
に
よ
っ

て
﹁
事
実
﹂
と
呼
ぶ
の
は
こ
う
し
た
構
図
で
す
。﹁
事
実
﹂
と
い
う

語
の
こ
の
用
法
に
は
驚
か
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
歴
史
的
な
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神
話
は
一
貫
性
の
な
い
産
物
、
自
然
現
象
の
記
述
に
お
い
て
犯
さ
れ

た
一
連
の
誤
り
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
は
言
葉
に

固
有
の
意
味
の
喪
失
の
た
め
、
あ
る
い
は
未
開
の
心
性
の
た
め
と
さ

れ
て
き
た
の
で
す
。
言
説
の
領
域
に
社
会
的
事
実
に
つ
い
て
の
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
的
な
定
義
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
ラ
ネ
は
、
伝

統
へ
と
移
行
す
る
に
至
る
物
語
を
語
る
こ
と
を
引
き
受
け
た
人
々
の

精
神
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ

け
の
理
由
で
、
伝
説
が
現
実
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
主
張
し
ま
す
。

神
話
の
言
説
が
、
そ
れ
が
記
述
す
る
も
の
や
、
そ
れ
が
言
及
す
る

外
部
的
な
現
実
の
も
の
さ
し
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ

う
で
は
な
く
て
社
会
的
現
実
の
一
部
分
と
し
て
―
―
す
な
わ
ち
、
制0

度0

と
し
て
―
―
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
は
、
変
容

の
分
析
に
つ
い
て
の
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
決
定

的
な
原
則
で
す
。
文
献
学
的
な
考
証
の
観
点
か
ら
社
会
学
的
な
観
点

に
移
行
す
る
時
、
テ
キ
ス
ト
が
被
っ
た
改
変
は
そ
の
地
位
を
変
え
ま

す
。
そ
れ
ら
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
学
者
は
そ

れ
ら
を
肯
定
的
な
事
実
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し

改
変
が
求
め
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
の
改
変
が
、
仮
説
的
な

未
開
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
等
し
い
社
会
学
的
な
現
実
性
を
有
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
の
し
る
し
で
す
。
実
際
、
物
語
の
改
変
は
、
最
初
に
書

か
れ
た
も
の
と
同
様
に
、
主
題
と
構
図
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
と
こ
ろ
で
、
調
査
の
真
の
対
象
を
成
す
も
の
は
、
ま
さ
に
こ

る
か
ら
で
す
。
歴
史
は
反
対
に
、
伝
説
か
ら
あ
り
そ
う
も
な
い
要
素

を
排
除
し
よ
う
と
し
た
、
事
後
的
な
再
構
成
の
結
果
な
の
で
す
。

お
そ
ら
く
こ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
特
異
な
事
実
―
―
歴
史
的

事
実
と
名
づ
け
、
歴
史
に
記
録
さ
れ
る
よ
う
な
事
実
―
―
は
あ

る
が
ま
ま
の
事
実
で
は
な
く
、
周
到
に
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
と

い
う
こ
と
が
か
い
ま
見
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
構
築
物

で
あ
り
、
実
際
の
事
実
を
構
成
す
る
資
料
か
ら
、
歴
史
家
の
批

判
的
な
仕
事
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
―
―
つ
ま

り
知
的
で
あ
る
よ
り
感
情
的
で
、
感
情
的
で
あ
る
よ
り
実
践
的

な
―
―
こ
の
複
雑
な
資
料
は
、
伝
統
的
で
あ
り
、
紋
切
り
型
の

定
め
ら
れ
た
主
題
と
な
り
、主
題
は
連
続
す
る
構
図
と
な
っ
た
。

こ
の
構
図
も
や
は
り
伝
統
的
で
型
に
は
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
で

は
、
記
録
の
プ
ロ
セ
ス
を
生
ず
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
、
ま

ず
何
よ
り
も
必
然
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。［
社
会

学
は
］
主
題
と
構
図
か
ら
な
る
こ
れ
ら
の
文
献
内
部
で
、
相
互

に
は
明
確
に
結
び
つ
き
に
く
い
が
、
分
析
可
能
な
、
真
の
確
固

と
し
た
事
実
を
見
出
す
の
で
あ
る︶

22
︵

。

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
遺
産
は
こ
う
し
て
、
グ
ラ
ネ
に
お
い
て
、
神
話

学
の
歴
史
の
中
で
初
め
て
、伝
説
の
言
説
に
、外
界
や
そ
こ
で
起
こ
っ

た
出
来
事
と
の
一
致
と
い
う
こ
と
に
何
ら
拠
る
こ
と
の
な
い
現
実
性

を
認
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
ま
し
た
。
一
九
世
紀
全
体
を
通
じ
て
、
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の
賢
明
さ
を
例
証
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
分
析
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す

る
た
め
に
、
グ
ラ
ネ
は
、
こ
の
物
語
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
る
八
つ

の
異
本
を
比
較
対
照
し
、
ま
ず
最
初
に
、
テ
キ
ス
ト
考
証
に
固
有
の

手
段
に
よ
っ
て
原
本
の
復
元
を
試
み
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
彼
は
、

よ
り
古
い
異
本
と
よ
り
新
し
い
異
本
と
の
間
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
確

立
し
、
そ
し
て
出
来
事
の
も
っ
と
も
と
思
わ
れ
る
再
現
を
示
す
に
さ

え
至
っ
て
い
ま
す
。

黎
鉏
［
斉
公
の
相
談
役
］
と
斉
公
は
第
一
の
奸
策
を
計
画
し
、

警
戒
心
を
よ
び
起
こ
さ
ぬ
よ
う
、
自
国
の
民
あ
る
い
は
萊
出
身

の
人
を
用
い
た
。
ま
っ
た
く
自
然
な
、
郷
土
の
踊
り
を
見
物
さ

せ
る
こ
と
で
魯
公
を
捕
ら
え
よ
う
と
し
た
の
だ
。
し
か
し
孔
子

の
お
か
げ
で
、
企
み
は
失
敗
し
た
。
そ
こ
で
斉
公
は
お
抱
え
の

踊
り
手
を
使
い
、
再
び
企
て
が
な
さ
れ
た
。
孔
子
は
ま
た
も
や

罠
を
し
く
じ
ら
せ
た
。
同
じ
過
ち
が
く
り
返
さ
れ
、
し
か
も
用

い
ら
れ
た
の
は
、
軽
蔑
す
べ
き
人
物
だ
っ
た
。
孔
子
は
懲
罰
を

要
求
し
、
斉
の
人
々
に
感
銘
を
あ
た
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

斉
は
敗
北
を
認
め
、
魯
に
満
足
の
い
く
よ
う
な
会
盟
の
誓
い
を

行
な
っ
た︶

24
︵

。

こ
の
仕
事
を
い
っ
た
ん
行
っ
た
上
で
、
し
か
し
グ
ラ
ネ
は
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
、
歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て
は
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と

が
真
実
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
拒
否
し
ま

れ
ら
な
の
で
す
。

作
為
に
つ
い
て
言
う
な
ら
―
―
そ
れ
は
、
伝
説
の
断
片
で
構

築
さ
れ
た
作
品
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
二
次
的
な
変
形
に

つ
い
て
言
う
な
ら
―
―
そ
れ
は
、
体
系
的
な
枠
組
み
の
中
で
、

そ
の
冒
頭
か
ら
課
せ
ら
れ
て
い
る
改
竄
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
枠
組
み
や
体
系
と
は
、
空
想
の
産
物
な
の
か
？  

変
形

は
恣
意
的
な
も
の
な
の
か
？  

作
為
と
は
、
個
人
の
想
像
力
が

勝
手
に
は
た
ら
い
た
こ
と
な
の
か
？  

む
し
ろ
、主
題
を
に
な
っ

て
い
る
資
料
の
配
置
を
つ
か
さ
ど
っ
た
観
念
連
合
は
、
伝
統
的

な
構
図
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
者
に
負
わ
さ
れ
、

そ
の
仕
事
を
導
い
た
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
？︶

23
︵

改
変
の
積
極
性
の
原
則
は
、
最
も
基
本
的
な
重
要
性
を
帯
び
て
い

ま
す
。
グ
ラ
ネ
は
、
伝
説
の
研
究
か
ら
未
開
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
問
題

を
取
り
除
い
た
最
初
の
人
で
す
。
そ
の
意
味
は
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど

真
実
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、﹁
二
次
的
な
変
形
﹂も
ま
た
、当
初
の
バ
ー

ジ
ョ
ン
の
構
成
と
同
様
に
、
社
会
学
の
真
の
対
象
で
あ
る
集
合
的
思

考
の
構
図
に
従
う
か
ら
で
す
。

﹁
夾
谷
の
会
盟
﹂
と
題
さ
れ
た
節
は
、
グ
ラ
ネ
の
社
会
学
的
方
法

を
お
そ
ら
く
最
も
良
く
表
し
て
い
ま
す
。
彼
は
そ
こ
で
、
斉
公
と
魯

公
―
―
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
二
つ
の
王
国
―
―
の
出
会
い
の
物

語
、
魯
公
に
顧
問
と
し
て
仕
え
て
い
た
孔
子
が
そ
れ
を
通
じ
て
自
ら
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﹃
春
秋
﹄
は
編
年
体
の
書
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
純
粋
な
歴
史

で
あ
り
、
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
注

釈
者
た
ち
は
骨
を
お
っ
て
、
抽
象
的
な
歴
史
の
観
念
の
中
に
わ

ず
か
な
具
体
性
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
自
ら

に
課
さ
れ
て
い
る
制
度
や
道
徳
の
主
題
を
巧
妙
に
用
い
る
こ
と

で
、
そ
の
目
的
に
達
し
た
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
、
社
会
学
的
な

調
査
が
積
極
的
に
活
用
で
き
る
よ
う
な
題
材
を
創
作
し
た
の
で

あ
る
。［
⋮
⋮︶

28
︵

］

社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
こ
う
し
て
、
い
か
に
し
て
中
国
で
、

様
々
な
出
自
の
二
つ
の
材
料
を
も
と
に
歴
史
が
作
ら
れ
て
い
る
か
を

明
ら
か
に
し
ま
す
。
一
方
は
純
粋
な
編
年
史
で
、
こ
れ
は
日
付
の
記

さ
れ
た
出
来
事
の
リ
ス
ト
し
か
提
供
せ
ず
、
真
の
物
語
は
提
供
し
ま

せ
ん
。
他
方
、
思
考
の
構
図
は
、
こ
う
し
た
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
を

プ
ロ
ッ
ト
化
す
る
こ
と
を
司
り
ま
す︶

29
︵

。
こ
う
し
た
構
図
は
、
あ
る
聖

賢
の
賢
明
さ
を
例
証
し
た
り
、
あ
る
い
は
政
治
家
が
そ
こ
か
ら
着
想

を
得
る
こ
と
の
で
き
る
事
例
を
提
供
し
た
り
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的

と
す
る
作
品
に
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
組
み
入
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し

ま
す︶

30
︵

。
事
実
の
集
積
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
く
、
中
国
の
歴
史
は
一
貫

し
て
伝
説
的

0

0

0

な
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
を
欠
点
と
と
ら
え
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
同
時
代
の
人
々
の
目
に

も
っ
と
も
ら
し
く
、
そ
し
て
心
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
仕
立
て

上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
真
実
で
あ
る
場
合
よ
り
も
い
っ
そ
う
有
益

し
た
。

社
会
学
的
研
究
は
、
問
題
を
逆
転
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

物
語
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
事
実
に
集
中
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
学

的
研
究
は
﹁
作
者
の
意
見
﹂、
す
な
わ
ち
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
執
筆

を
着
想
さ
せ
た
原
則
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。焦
点
は
、

孔
子
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
こ
と
が
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
く
、
と
り
わ
け
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
異
本
が
肯

定
す
る
よ
う
に
、
孔
子
が
本
当
に
斉
公
の
踊
り
手
た
ち
の
首
を
刎
ね

さ
せ
、
手
足
を
ば
ら
ば
ら
に
し
た
の
か
―
―
こ
れ
は
、
そ
の
残
虐
さ

が
儒
教
の
道
徳
と
衝
突
す
る
処
罰
で
す
―
―
と
い
う
こ
と
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。
事
実
の
み
を
記
述
す
る
歴
史
の
解
決
不
可
能
な
こ
の
問
題

の
代
わ
り
に
、グ
ラ
ネ
は
社
会
史
の
問
題
を
提
起
し
ま
す
。
そ
れ
は
、

な
ぜ
斬
首
刑
と
四
つ
裂
き
の
刑
の
主
題
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝

え
る
人
々
に
押
し
付
け
ら
れ
た
の
か
と
い
う
も
の
で
す︶

25
︵

。
こ
の
枠
組

み
に
お
い
て
は
、
異
本
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
も
は
や
い
か
な
る
妥
当

性
も
示
し
ま
せ
ん
。
注
目
す
べ
き
事
実
を
形
成
す
る
の
は
、
主
題
の

反
復

0

0

な
の
で
す︶

26
︵

。

こ
の
第
二
の
問
題
体
系
の
み
が
、
重
要
な
結
果
に
到
達
す
る
こ
と

を
可
能
に
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
中
国
の
歴
史
は
そ
の
大
部
分
が
、

伝
統
的
な
主
題
を
過
去
に
投
影
す
る
も
の
に
し
か
過
ぎ
な
い
か
ら
で

す︶
27
︵

。
グ
ラ
ネ
に
よ
れ
ば
、
事
実
を
詳
細
に
語
る
歴
史
家
や
伝
記
作
家

は
、
抽
象
的
な
年
譜
を
も
と
に
仕
事
を
行
い
、
そ
こ
に
後
か
ら
内
容

を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
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練
り
上
げ
ら
れ
た
社
会
学
的
な
道
具︶

32
︵

を
用
い
て
、
グ
ラ
ネ
は
、
伝
説

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
言
説
は
、
孔
子
が
関
係
し
た
出
来
事
の
経
過
を

正
確
に
語
る
こ
と
で
満
足
す
る
で
あ
ろ
う
、
理
想
的
な
歴
史
家
が
採

る
よ
う
な
真
の
言
説
よ
り
も
興
味
深
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
ま
す
。

伝
説
が
想
像
の
産
物
で
あ
る
と
ど
れ
ほ
ど
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
実
際

に
は
伝
説
は
、
思
考
の
社
会
学
的
枠
組
み
を
む
き
出
し
で
露
呈
さ
せ

る
伝
統
的
な
構
図
に
緊
密
に
従
属
し
て
い
る
の
で
す
。
神
話
の
領
域

に
適
用
さ
れ
た
こ
の
教
訓
は
、
構
造
分
析
の
核
心
に
位
置
し
ま
す
。

三　

知
的
体
系
の
社
会
的
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

こ
の
報
告
の
第
一
部
で
私
は
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
社
会
学
の
中
心
的
な
側
面
の
い
く
つ
か
と
決
別
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
彼
は
ま
ず
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
の

中
に
宗
教
と
分
類
的
思
考
と
の
起
源
を
探
し
求
め
る
よ
う
に
と
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
を
導
い
た
進
化
主
義
を
拒
否
し
、
文
字
を
持
た
な
い
社
会

に
お
け
る
宗
教
的
制
度
と
分
類
体
系
が
示
す
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
全

体
を
探
究
し
ま
し
た
。次
い
で
彼
は
、認
識
に
つ
い
て
の
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
社
会
学
の
根
底
に
あ
る
カ
ン
ト
主
義
を
斥
け
ま
し
た
。
社
会
を
氏

族
に
分
割
す
る
こ
と
だ
け
が
、
思
考
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
唯
一
の
源
泉

で
は
な
い
の
で
す
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
し
た
が
っ
て
、
正
統

的
な
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
主
義
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
二

つ
の
断
絶
に
よ
っ
て
、
伝
説
に
関
す
る
グ
ラ
ネ
の
社
会
学
を
経
由
す

だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
ら
の
物
語
は
、
思
考
と
行
動
、
す
な
わ
ち
信
仰

と
慣
習
を
司
る
構
図
に
直
接
ア
ク
セ
ス
し
ま
す
。
伝
説
は
し
た
が
っ

て
、
社
会
学
的
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
歴
史
よ
り
も
ず
っ
と
興
味
深

い
の
で
す
。
伝
説
が
命
令
的
な
特
徴
を
有
す
る
社
会
学
的
事
実
を
指

し
示
す
の
に
対
し
て
、
歴
史
は
偶
発
的
な
出
来
事
し
か
対
象
と
し
ま

せ
ん
。

夾
谷
の
会
盟
の
歴
史
は
、
伝
統
的
な
主
題
に
よ
っ
て
再
構
築

さ
れ
る
が
、
そ
の
主
題
は
次
の
よ
う
な
考
え
方
を
中
心
に
構
成

さ
れ
て
い
る
。（
主
君
や
聖
賢
の
）
権
威
は
処
刑
の
上
に
成
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

立
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
有
害
な
勢
力
は
四
つ
裂
き
に
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

れ
、
四
方
に
戦
利
品
の
よ
う
に
さ
ら
さ
れ
追
放
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
こ

に
は
、［
⋮
⋮
］
儀
礼
的
で
神
話
的
な
あ
ら
ゆ
る
事
実
が
収
集

さ
れ
、
組
織
化
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
構
図
は
、
事
実

全
体
を
歴
史
的
事
実
に
か
え
る
。
つ
ま
り
組
織
化
の
原
理
の
役

割
を
は
た
し
、［
⋮
⋮
］
感
動
的
で
、
教
訓
的
な
本
物
の
物
語

を
も
た
ら
す
。
し
た
が
っ
て
構
図
は
、
特
異
な
事
実
を
示
す
も

の
で
は
な
い
。
私
た
ち
に
と
っ
て
そ
ん
な
事
実
は
た
い
し
た
問

題
で
は
な
い
。
そ
の
事
実
が
意
味
を
も
つ
に
は
、
数
多
く
の
例

を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
―
―
構
図
は
生
き

て
い
る
伝
統
と
、
信
仰
と
慣
習
と
を
立
証
す
る
の
だ︶

31
︵

。

神
話
学
的
問
題
の
逆
転
は
完
全
で
す
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
っ
て
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程
で
削
ぎ
お
ち
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
話
は
口
頭
で
継
承

さ
れ
、
そ
の
伝
承
は
集
合
的
な
の
だ
か
ら
、
神
話
に
ふ
く
ま
れ

る
蓋
然
論
的
な
位
層
は
た
え
ず
腐
食
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
れ

ら
の
位
層
は
、
よ
り
堅
固
に
組
織
さ
れ
た
諸
位
層
に
く
ら
べ
て

社
会
的
摩
耗
へ
の
抵
抗
力
が
弱
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
々
に
共
有
さ
れ
よ
う
と
す
る
神
話
の
欲
求
に

応
え
て
も
い
る
。［
⋮
⋮
］
い
か
な
る
個
人
的
作
品
も
す
で
に

し
て
潜
在
的
な
神
話
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
う
ち
集
合
的
様

式
を
と
り
い
れ
た
も
の
だ
け
が
、
時
到
っ
て
み
ず
か
ら
の
﹁
神

話
性
﹂
を
実
現
す
る
の
だ︶

33
︵

。

こ
の
一
節
は
、
文
字
を
持
た
な
い
社
会
の
物
語
は
、
書
か
れ
た
文

学
作
品
よ
り
も
は
る
か
に
緊
密
に
社
会
的
制
裁
を
受
け
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
二
つ
の
事
例
は
ど
ち
ら
も
個
人
の
創
造
か

ら
す
べ
て
が
始
ま
り
ま
す
が
、
し
か
し
口
承
の
伝
達
は
、
書
か
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
な
い
物
語
に
対
し
て
は
る
か
に
強
い

制
約
を
か
け
ま
す
。
口
承
の
物
語
は
、
共
同
体
の
他
の
成
員
に
よ
っ

て
受
け
入
れ
ら
れ
、
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
の
み
存

続
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
忘
却
を
免
れ
る
た
め
に
は
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
集
団
の
知
的
要
求
に
応
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
物
語
が
文
字
と
し
て
書
き
直
さ
れ
る
こ

と
は
、
集
団
に
よ
る
受
け
入
れ
か
ら
そ
の
物
語
を
相
対
的
に
自
立
さ

せ
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
文
字
化
し
て
書
か
れ
る
こ
と
は
、
個
人
と

る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
、
よ
り
根
元
的
な
連
続
性
が
覆
い
隠

さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
と
っ
て
も
、
神

話
は
、
そ
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
語
り
手
の
心
に
課
さ
れ
る
社
会
的
事

実
で
あ
り
、
構
造
分
析
の
目
的
は
ま
さ
し
く
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
社

会
の
物
語
を
支
配
す
る
、
社
会
的
に
変
化
す
る
思
考
の
構
図
を
発
見

す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。

口
承
文
学
に
属
す
る
物
語
を
研
究
す
る
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に

お
い
て
、
神
話
の
社
会
的
本
質
の
問
題
化
は
、
そ
の
伝
達
様
式
の
分

析
を
経
由
し
ま
す
。
彼
は
こ
う
し
て
、
共
有
さ
れ
た
知
的
構
図
に
神

話
が
対
応
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
口
承
伝
達
は
可
能
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
ま
す
。
語
り
手
の
個
人
的
な
創
意
工
夫
の
能
力
を
否
定
す

る
理
由
は
い
さ
さ
か
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
個
人
の
空
想
力
に

属
す
る
こ
と
は
、
物
語
が
あ
る
語
り
手
か
ら
別
の
語
り
手
へ
と
伝
わ

る
に
応
じ
て
次
第
に
排
除
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

主
体
は
話
し
手
以
上
の
存
在
で
は
あ
り
え
ず
、
い
か
な
る
神

話
も
け
っ
き
ょ
く
は
個
人
的
創
作
に
起
源
を
た
ど
る
の
だ
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
け
だ
し
正
論
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
個
人

的
次
元
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
特
定
の
創
作
が
神
話
の
状
態
に

移
行
す
る
な
ど
、
厳
に
不
可
能
で
あ
る
。
当
初
は
創
作
活
動
に

ふ
か
い
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、
創
作
者
の
気
質
や
才
能
、
想
像

力
、
個
人
的
体
験
に
属
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
蓋
然
性
か
ら

生
じ
た
諸
因
子
の
大
半
は
、
創
作
が
神
話
に
昇
格
し
て
い
く
過
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か
ら
で
す
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
空
間
的

な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
が
近
隣
の
社
会
の
物
語

を
取
り
入
れ
、
変
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
る
、
神
話
の
形

成
の
さ
れ
方
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
ま
す
。

い
か
な
る
神
話
も
本
来
ひ
と
つ
の
翻
訳
な
の
で
あ
り
、
あ
る
神
話

の
起
源
は
、
隣
人
だ
が
よ
そ
者
で
あ
る
集
団
に
由
来
す
る
べ
つ
の
神

話
や
、
か
つ
て
自
集
団
で
知
ら
れ
て
い
た
神
話
、
あ
る
い
は
自
集
団

に
現
存
は
す
る
が
べ
つ
の
社
会
的
下
位
区
分
―
―
ク
ラ
ン
（
氏
族
）、

サ
ブ
ク
ラ
ン
、
系
族
、
家
族
、
胞
族
―
―
に
属
す
る
神
話
の
内
に
見

い
だ
せ
た
り
す
る
。
そ
し
て
聴
き
手
は

0

0

0

0

、
神
話
を
あ
る
と
き
は
流
用

し
、
ま
た
あ
る
と
き
は
裏
切
る
た
め
に
、
自
分
だ
け
の
言
葉
や
自
部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

族
の
言
語
で
我
流
の
翻
訳
を
お
こ
な
い
、
つ
ま
り
は
つ
ね
に
神
話
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

変
形
さ
せ
つ
つ
そ
の
剽
窃
を
試
み
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。︶
34
︵

神
話
は
、
非
常
に
し
ば
し
ば
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
有
史
以

来
変
化
の
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表

し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、こ
う
し
て
、近
隣
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
の
対
比
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
区
別

0

0

の
意
志
を
伴
っ
た
、
翻
訳

0

0

の
絶
え

間
の
な
い
作
業
の
成
果
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
こ
う

し
た
変
容
は
、﹁
数
多
く
あ
る
小
社
会
が
、
対
立
と
相
関
の
弁
証
法

を
使
っ
て
、
共
通
の
世
界
観
の
枠
内
で
そ
れ
ぞ
れ
の
独
創
性
を
発
揮

し
て
の
著
者
に
固
有
の
文
体
や
語
り
の
創
造
性
が
固
定
さ
れ
る
か
ら

で
す
。
こ
の
意
味
で
、
口
承
の
伝
統
は
、
書
か
れ
た
文
学
よ
り
も
、

よ
り
い
っ
そ
う
直
接
的
に
思
考
の
社
会
的
枠
組
み
に
到
達
す
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
の
で
す
。

神
話
主
義
の
概
念
を
通
じ
て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
構
造

分
析
の
焦
点
は
、神
話
を
集
団
の
中
に
優
勢
な
﹁
論
理
的
順
応
主
義
﹂

へ
の
経
路
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
示
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
集
団
内

部
で
の
記
憶
の
伝
達
は
、
神
話
の
構
造
分
析
の
一
部
分
に
し
か
過
ぎ

ま
せ
ん
。﹃
神
話
論
理
﹄
の
中
心
に
あ
る
問
題
は
、
あ
る
物
語
が
一

つ
の
社
会
か
ら
別
の
社
会
へ
伝
達
さ
れ
る
時
に
何
が
起
こ
る
の
か
を

定
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
文
化
間
の
伝
達
に
焦
点
を
当
て
る
と
い

う
選
択
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
一
部
は
、
利
用
可
能
な
デ
ー
タ
の
性

質
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
も
の
で
す
。
書
か
れ
た
文
書
の
不
在
の
た

め
に
、
人
類
学
者
は
、
文
献
学
者
が
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の

文
学
―
―
こ
れ
に
つ
い
て
は
私
た
ち
は
瞠
目
す
べ
き
歴
史
的
な
深
遠

さ
を
有
し
て
い
ま
す
―
―
を
用
い
て
行
い
得
る
よ
う
な
、
神
話
の
伝

達
を
再
構
成
し
得
る
長
い
一
連
の
テ
キ
ス
ト
を
有
し
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
こ
の
制
約
は
、
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
と
え
歴
史
的
な
深
遠
さ
を
欠
い
て
い
て

も
、
非
常
に
数
多
く
の
小
集
団
か
ら
成
る
ア
メ
リ
カ
先
住
民
社
会
の

モ
ザ
イ
ク
は
反
対
に
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
共
有
さ
れ
た
文
化
的
財
産

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
空
間

内
に
広
が
る
異
文
の
驚
く
べ
き
コ
ー
パ
ス
を
人
類
学
者
に
提
供
す
る
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神話の構造分析の誕生：デュルケーム、グラネ、レヴィ＝ストロース

ン
に
お
い
て
は
、
こ
ち
ら
で
は
、
妻
お
よ
び
そ
の
兄
弟
と
対
立
す
る

の
は
夫
な
の
で
す
。
こ
の
変
容
は
、
親
族
体
系
を
分
け
る
差
異
に

よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
二
つ
の
文
化
の
社
会
形
態
学
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
ま
す
。
近
隣
の
ム
ン
ド
ゥ
ル
ク
族
か
ら
神
話
を
借
用
し
た
カ
ヤ

ポ
族
は
、
自
ら
の
社
会
に
固
有
の
知
的
枠
組
み
と
両
立
し
得
る
と
い

う
条
件
に
お
い
て
の
み
、
神
話
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た
に
過
ぎ

ま
せ
ん
。と

い
う
の
は
［
兄
弟
と
姉
妹
と
の
間
に
対
立
を
置
く
］
テ
ネ

テ
ハ
ラ
と
ム
ン
ド
ゥ
ル
ク
の
神
話
で
示
さ
れ
て
い
る
親
族
と
姻

族
の
関
係
図
は
、
カ
ヤ
ポ
で
は
想
像
し
が
た
い
。
カ
ヤ
ポ
で
は

も
っ
と
も
親
密
な
絆
は
兄
（
弟
）
と
妹
（
姉
）
の
あ
い
だ
に
あ

る
。
潜
在
的
な
敵
対
関
係
が
夫
と
妻
の
あ
い
だ
に
あ
り
、
そ
れ

が
母
方
の
家
族
へ
と
お
よ
ん
で
い
る
。［
⋮
⋮
］
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、
分
離
の
理
論
的
な
線
が
、
イ

ト
コ
と
の
あ
い
だ
に
で
は
な
く
姻
族
の
あ
い
だ
に
あ
る
と
仮
定

で
き
る
。
こ
れ
が
M18
で
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る︶

36
︵

。

非
常
に
単
純
な
こ
の
例
に
よ
っ
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
の
対
決

に
立
ち
戻
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
の
分
析
の
核
心
に
あ
っ
た
、
思
考
体
系
と
社
会
形
態
学
と

の
間
の
結
び
つ
き
は
放
棄
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
単
に
、
集
団
の
組

織
の
形
態
を
、
知
的
生
産
が
反
映
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
で
あ
ろ
う

す
る
こ
と︶

35
︵

﹂
を
可
能
に
し
ま
す
。

グ
ラ
ネ
か
ら
受
け
継
い
だ
改
変
の
肯
定
性
の
原
理
が
再
投
資
さ

れ
、
新
た
な
次
元
を
獲
得
す
る
の
は
、
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
な
の

で
す
。
あ
る
社
会
か
ら
別
の
社
会
へ
移
る
中
で
、
神
話
は
実
際
、
新

た
な
知
的
グ
リ
ッ
ド
に
従
う
に
至
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
策
謀
に
課
さ

れ
る
変
形
が
意
味
深
い
理
由
で
す
。
こ
う
し
た
変
形
は
、
近
隣
に
お

い
て
見
出
さ
れ
る
神
話
を
変
形
さ
せ
る
社
会
に
と
っ
て
、
何
が
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
か
を
人
類
学
者
に
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
の

観
点
か
ら
す
る
と
、
物
語
が
伝
達
さ
れ
る
間
に
少
し
ず
つ
被
る
一
連

の
改
変
を
追
跡
す
る
た
め
に
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
練
り
上
げ
た

変
容
の
方
法

0

0

0

0

0

は
、
あ
る
集
団
か
ら
別
の
集
団
へ
移
る
際
に
﹁
論
理
的

順
応
主
義
﹂
に
影
響
を
与
え
る
差
異
を
分
析
す
る
最
良
の
手
段
と
な

り
ま
す
。

選
択
的
な
改
変
の
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
用
い

て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ペ
ッ
カ
リ
ー
の
起
源
を
説
明
す
る

こ
と
に
向
け
ら
れ
た
ア
マ
ゾ
ン
の
神
話
の
一
群
（
M15
、
M16
お
よ
び

M18
）
に
注
釈
を
施
し
な
が
ら
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
、
策
謀
が
親
族
間
あ
る
い
は
同
盟
者
間
の
対

立
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。
し
か
し
、
テ
ネ
テ
ハ

ラ
族
（
M15

）
お
よ
び
ム
ン
ド
ゥ
ル
ク
族
（
M16
）
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
、

一
方
で
の
兄
弟
と
、
他
方
で
の
姉
妹
お
よ
び
そ
の
夫
と
の
間
で
の
対

立
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
対
し
て
、
カ
ヤ
ポ
族
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は

﹁
断
絶
の
ラ
イ
ン
﹂
が
移
動
し
て
い
ま
す
。
カ
ヤ
ポ
族
の
バ
ー
ジ
ョ
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活
性
化
と
し
て
今
日
に
お
い
て
も
あ
り
続
け
て
い
る
事
柄
を
提
案
し

た
の
だ
と
い
う
点
を
、結
論
と
し
て
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
す
。デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
の
知
識
社
会
学
を
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
も
は
や
受
け

入
れ
る
こ
と
の
不
可
能
な
、
文
化
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
進
化
主
義

的
な
概
念
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス

は
、
知
的
体
系
の
説
明
を
人
間
の
脳
の
構
造
に
の
み
求
め
る
、
認
知

の
自
然
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
代
わ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
作
り
上
げ
ま

し
た
。

知
的
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
内
在
的
な
論
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
つ
と
め
る
た
め
に
、
構
造
分
析
は
、
こ
こ
最
近
の
数
十
年
の
間
に

発
展
し
た
認
知
人
類
学
と
対
立
し
ま
す
。
こ
の
認
知
人
類
学
は
、
非

常
に
し
ば
し
ば
、
実
験
室
で
行
わ
れ
た
研
究
を
基
に
し
た
認
知
心
理

学
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
仮
説
を
証
明
し
、
確
認
す
る
こ
と
で
満
足
し

て
い
ま
す
。
意
味
深
い
仕
方
で
、
こ
の
﹁
認
知
人
類
学
﹂
は
、
人
間

精
神
の
分
析
を
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ス
コ
ラ
︹Philippe D

escola

︺

の
言
葉
に
よ
る
と
﹁
な
ぜ
、
こ
の
社
会
的
事
実
、
こ
の
信
念
、
こ

の
作
法
が
、
こ
こ
で
現
れ
、
他
で
は
現
れ
な
い
の
か︶

38
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﹂
と
い
う
こ

と
を
決
定
す
る
こ
と
を
目
指
す
、
民
族
学
に
固
有
の
問
題
か
ら
切

り
離
し
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ダ
ン
・
ス
ペ
ル
ベ
ル
︹D

an 
Sperber

︺
の
研
究
が
こ
の
傾
向
を
ま
さ
に
例
証
し
て
い
ま
す
。
個

別
の
社
会
の
描
写
と
し
て
の
民
族
誌
学
と
、
一
般
的
な
目
的
を
持
っ

た
人
間
研
究
と
し
て
の
人
類
学
と
を
強
く
区
別
し
な
が
ら
、
彼
は
民

族
誌
学
で
は
な
く
人
類
学
を
断
固
と
し
て
選
択
し
、
認
知
の
普
遍
的

枠
組
み
と
す
る
代
わ
り
に
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
社
会
形
態

学
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
近
隣
の
社
会
か
ら
移
入
す
る
諸
要
素
を

選
択
し
、
修
正
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
グ
リ
ッ
ド
の
構
成
要
素
と

し
て
扱
う
の
で
す
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
宗
教

を
、
他
の
宗
教
か
ら
何
も
借
用
し
な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
真
の

原
初
的
な
宗
教
で
あ
る
と
と
ら
え
た
の
に
対
し
て︶

37
︵

、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト

ロ
ー
ス
は
、
文
字
を
持
た
な
い
社
会
は
文
化
的
お
よ
び
知
的
な
交
流

の
遠
距
離
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
再
び
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
レ

ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
を
隔
て
る
、
文
化
的
差
異
に
つ
い
て
の
二
つ
の

概
念
の
対
立
が
あ
ら
た
め
て
見
出
さ
れ
ま
す
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
増

大
す
る
複
雑
性
の
単
一
の
尺
度
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し

て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
い
わ
ゆ
る
未
開
の
社
会
に
お
い
て
も

複
雑
性
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
ま
し

た
。
こ
の
理
由
か
ら
、
社
会
的
お
よ
び
知
的
な
発
展
の
原
始
的
段
階

を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
の
そ

れ
ぞ
れ
を
隔
て
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
研
究
す
る
こ
と
が
不
可
欠

と
な
る
の
で
す
。

こ
の
次
元
を
深
く
掘
り
下
げ
る
代
わ
り
に
、
私
は
、
あ
る
社
会
か

ら
別
の
社
会
へ
と
神
話
が
置
換
さ
れ
る
過
程
を
支
配
す
る
精
神
作
用

の
分
析
を
通
じ
て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
知
的
体
系
に
影
響

を
与
え
る
社
会
的
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
基
に
し
な
け
れ
ば
人
間
の
認

識
は
研
究
で
き
な
い
と
い
う
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
原
理
の
主
要
な
再
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条
件
を
発
見
す
る
こ
と
を
自
ら
の
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

条
件
は
、
彼
の
見
解
に
よ
る
と
、﹁
文
化
的
な
変
異

0

0

で
は
な
く
、
文

化
の
変
異
可
変
性

0

0

0

0

0

の︶
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﹂
決
定
要
因
で
す
。
こ
う
し
て
、
自
然
主
義
的

傾
向
の
あ
る
認
知
主
義
に
と
っ
て
は
、
文
化
の
多
様
性
の
形
式

0

0

の
み

が
、
認
知
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
た
め
の
関
心
事
で
あ
り
、
そ

の
内
容

0

0

は
関
心
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
人

類
学
は
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

研
究
と
い
う
、
自
ら
に
固
有
の
目
的
を
放
棄
す
る
と
い
う
条
件
に
お

い
て
し
か
、
認
知
の
研
究
に
貢
献
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

私
は
、
構
造
人
類
学
が
正
反
対
の
公
準
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
に
お
示
し
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
願
っ
て
い

ま
す
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
と
っ
て
、
南
北
両
ア
メ
リ
カ
の
社

会
で
民
族
誌
学
者
が
収
集
し
た
異
文
を
比
較
す
る
こ
と
だ
け
が
、
人

間
精
神
の
営
み
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
提
供
す
る
の
で
す
。
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
否
定
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
認
知
操

作
の
本
質
の
定
義
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
知
性
の
生
物
学
的

基
礎
に
の
み
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
認
知
は
、
分
化

し
た
社
会
的
文
脈
に
お
い
て
の
み
形
成
さ
れ
る
、
状
況
的
な
過
程
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
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