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Ｊ　

Ａ　
　

日　

下

は
じ
め
に

本
稿
は
マ
サ
イ
（M

asai

）
の
民
話
を
再
話
し
た
、
ア
メ
リ
カ
児
童
文
学

作
品
を
め
ぐ
る
考
察
を
お
こ
な
う
。
マ
サ
イ
の
間
で
知
ら
れ
て
い
る
民
話

の
一
つ
が
、
ヴ
ァ
ー
ナ
・
ア
ー
デ
マ
（Verna Aardem

a

）
に
よ
っ
て
再
話

さ
れ
、
一
九
七
七
年
に
児
童
文
学W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

と
し
て
出
版

さ
れ
た
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
は
い
く
つ
も
の
段
階
が
存
在
し

た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
過
程
で
の
複
数
回
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
翻
訳

に
着
目
し
、
各
段
階
で
何
が
得
ら
れ
、
何
が
失
わ
れ
た
の
か
の
二
点
に
つ

い
て
、
各
段
階
の
背
景
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。
結
論
と

し
て
、
複
数
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
誕
生
し
たW

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

に
は
、

大
元
と
な
る
マ
サ
イ
の
民
話
の
特
徴
を
最
も
再
現
し
よ
う
と
し
た
試
み
が

見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

再
話
の
プ
ロ
セ
ス

マ
サ
イ
は
東
ア
フ
リ
カ
、
と
く
に
ケ
ニ
ア
南
部
か
ら
タ
ン
ザ
ニ
ア
北
部

に
か
け
て
の
地
域
に
暮
ら
す
民
族
で
あ
る
。
そ
の
マ
サ
イ
の
民
話
を
、
二

〇
世
紀
初
頭
に
当
時
イ
ギ
リ
ス
の
東
ア
フ
リ
カ
保
護
領
行
政
官
で
あ
っ
た

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
Ｃ
・
ホ
リ
ス
（Sir Alfred C

. H
ollis

）
が
、
民
話
集Th

e 
M

asai: Th
eir Language and Folklore

に “Th
e C

aterpillar and the W
ild 

Anim
als”

と
い
う
題
名
で
収
録
し
た
。
副
題
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
同

書
は
マ
サ
イ
の
言
語
に
関
す
る
記
述
に
も
多
く
の
紙
面
を
割
い
て
お
り
、

そ
れ
以
外
の
章
で
マ
サ
イ
の
慣
習
や
伝
統
を
紹
介
し
つ
つ
、
民
話
を
複
数

収
録
し
て
い
る
。
つ
ま
りTh

e M
asai

は
マ
サ
イ
の
民
話
集
で
あ
る
と
同

時
に
、
特
に
言
語
を
主
題
と
し
た
マ
サ
イ
に
関
す
る
民
俗
学
の
研
究
書
と

し
て
の
性
格
も
有
し
て
い
る
。

 

―Verna Aardem
a

のW
ho’s in Rabbit’s H

ouse?

を
め
ぐ
る
考
察

マ
サ
イ
民
話
の
再
話
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こ
の
植
民
地
主
義
的
な
テ
ク
ス
ト
に
収
録
さ
れ
た
民
話“Th

e 
C

aterpillar and the W
ild Anim

als”

を
、
ア
メ
リ
カ
の
児
童
文
学
と
し

て
再
話
し
、
一
九
六
九
年
に
出
版
し
た
の
が
ア
ー
デ
マ
で
あ
る
。
こ
の
時

ア
ー
デ
マ
は
ア
フ
リ
カ
諸
地
域
の
民
話
を
再
話
し
た
短
編
集Tales for the 

Th
ird Ear: From

 Equatorial Africa

中
の
一
編
と
し
て
、
先
述
の
民
話
を

“Th
e Long O

ne”
と
い
う
題
名
で
再
話
し
た
。Tales for the Th

ird Ear

は

ア
フ
リ
カ
各
地
で
知
ら
れ
て
い
た
民
話
の
再
話
を
九
編
収
録
し
て
い
る
が
、

そ
の
内
、
ホ
リ
ス
のTh

e M
asai

か
ら
の
再
話
が
四
編
と
最
も
多
い
。
他

の
五
編
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
著
作
に
収
録
さ
れ
て
い
た
民
話
の
再
話
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
の
著
作
も
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
、
ホ
リ
ス
の

著
作
同
様
、
ア
フ
リ
カ
の
先
住
民
に
伝
わ
る
民
話
を
植
民
地
事
業
と
し
て

収
集
・
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
七
七
年
に
ア
ー
デ
マ
は
、
自
身
が
再
話
し
た“Th

e Long O
ne”

を
書
き
直
し
、W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
た
一

冊
の
本
と
し
て
出
版
し
た
。
そ
の
際
、
挿
絵
画
家
も
イ
ブ
・
オ
ー
ル
ソ
ン

（Ib O
hlsson

）
か
ら
デ
ィ
ロ
ン
夫
妻
（Leo and D

iane D
illon

）
に
変
わ

り
１
、
作
品
の
コ
ン
セ
プ
ト
も
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
。W

ho’s in Rabbit’s 
H

ouse?

で
は
、
マ
サ
イ
の
人
々
が
村
の
行
事
と
し
て
仮
面
劇
を
観
る
と
い

う
設
定
で
劇
中
劇
が
進
行
し
て
い
く
。
そ
の
劇
こ
そ
が“Th

e Long O
ne”

の
プ
ロ
ッ
ト
を
一
部
変
更
し
た
話
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
過
程
を
ま
と

め
る
と
、
マ
サ
イ
の
口
承
文
芸
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
民
話
が
、
植
民

地
行
政
官
ホ
リ
ス
に
よ
る
民
話
収
集
を
経
た
後
、
ア
メ
リ
カ
の
児
童
文
学

作
家
ア
ー
デ
マ
に
よ
っ
て
再
話
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
ア
ー
デ
マ
が
セ
ル

フ
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
。

児
童
文
学
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
考
察
は
、
リ
ン
ダ
・
ハ
ッ

チ
オ
ン
ら
に
よ
る
研
究
以
来
新
た
に
発
展
を
遂
げ
て
き
た
ア
ダ
プ
テ
ー
シ

ョ
ン
研
究
に
興
味
深
い
視
座
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
故
に
、
そ
の
重

要
性
は
さ
ら
に
増
す
こ
と
に
な
る
。
ハ
ッ
チ
オ
ン
は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン

研
究
に
関
す
る
先
駆
的
著
書A Th

eory of Adaptation

の
中
で
、
関
与
形

態（m
odes of engagem

ent

）に
つ
い
て
三
つ
の
分
類
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

第
三
の
分
類
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
参
加
の
形
態
（the participatory 

m
ode

）」
を
除
い
た
二
つ
と
し
て
、
小
説
の
読
者
に
対
す
る
「
語
る
形

態
（the telling m

ode

）」
と
演
劇
の
観
客
に
対
す
る
「
見
せ
る
形
態
（the 

show
ing m

ode

）」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（H

utcheon, chs. 1–2

）。
ハ
ッ

チ
オ
ン
の
定
義
で
は
両
者
は
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
扱
う
ア
ー
デ

マ
の
作
品
の
よ
う
な
挿
絵
を
含
む
文
学
作
品
、
つ
ま
り
絵
本
は
、
両
者
の

差
異
を
越
え
て
文
字
と
絵
に
よ
る
相
乗
効
果
を
読
者
に
も
た
ら
す
。
と
り

わ
け
、
後
述
の
よ
う
に
挿
絵
や
作
画
設
定
が
文
章
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る

ア
ー
デ
マ
作
品
の
分
析
で
は
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
生
ま
れ
る
こ

の
よ
う
な
相
乗
効
果
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

加
え
て
ハ
ッ
チ
オ
ン
は
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
「
プ
ロ
セ
ス
」
と
「
プ

ロ
ダ
ク
ト
」
の
両
方
の
性
質
を
持
つ
と
論
じ
て
い
る
（H

utcheon 15–22

）。

そ
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
で
、
ハ
ッ
チ
オ
ン
は
従
来
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
研
究
で
は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
評
価
が
原
作
に
対
す
る
「
忠
実
性
」

で
決
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
異
を
唱
え
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
個
別
の

作
品
、
つ
ま
り
「
プ
ロ
ダ
ク
ト
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
ま
ず
指
摘
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す
る
。
そ
の
一
方
で
、
ハ
ッ
チ
オ
ン
は
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ

た
際
の
「
プ
ロ
セ
ス
」
に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
も
説
い
て
い
る
。
バ

ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
論
等
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
ハ
ッ
チ
オ
ン
は
、
原

作
と
の
関
係
性
お
よ
び
そ
の
他
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
た
際
の

個
々
の
要
因
、
た
と
え
ば
背
景
や
他
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
影
響
か
ら
切
り

離
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
間
テ
ク
ス
ト
性

を
有
す
る
点
を
指
摘
す
る
。

ハ
ッ
チ
オ
ン
が
指
摘
す
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
「
プ
ロ
ダ
ク
ト
」
と

「
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
二
面
性
は
、
本
稿
の
考
察
対
象
を
理
解
す
る
の
に

役
立
つ
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
の
は
「
プ
ロ
セ
ス
」
の
方
で
あ
り
、「
プ
ロ

ダ
ク
ト
」
で
は
な
い
と
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
プ
ロ
ダ
ク
ト
」

を
対
象
と
し
た
分
析
と
は
、
例
え
ば
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
研
究
で
広
く
考
察
さ

れ
て
き
た
よ
う
な
、
物
語
の
構
造
分
析
や
、
翻
案
作
品
と
原
作
と
の
主
題

の
比
較
等
を
指
す
。
そ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
再
話
や
翻
訳
を
通
じ
て
一

つ
の
作
品
か
ら
別
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
際
の
プ
ロ
セ
ス
に
焦
点
を
当

て
る
も
の
で
あ
り
、
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
や
主
題
の
変
化
は
考
察
の
対
象
外

と
な
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
き
た
い
。

ア
ー
デ
マ
とW

h
o

’s in
 R

ab
b

it’s H
o

u
se?

ヴ
ァ
ー
ナ
・
ア
ー
デ
マ
は
ア
メ
リ
カ
児
童
文
学
の
研
究
者
の
間
で
さ
え

も
必
ず
し
も
広
く
知
ら
れ
た
作
家
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
ア
ー
デ
マ
に

関
す
る
簡
単
な
紹
介
を
し
て
い
き
た
い
。
ア
ー
デ
マ
は
一
九
一
一
年
に

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ミ
シ
ガ
ン
州
ニ
ュ
ー
・
エ
ラ
で
生
ま
れ
た
。
ミ
シ
ガ
ン

州
立
大
学
を
卒
業
後
、
同
州
で
小
学
校
の
教
師
を
す
る
か
た
わ
ら
（
一
九

三
四
〜
七
三
年
）、
地
元
の
新
聞
紙Th

e M
uskegon C

hronicle

の
記
者
と

し
て
執
筆
活
動
を
お
こ
な
っ
た
（
一
九
五
一
〜
七
二
年
）。
幼
い
頃
か
ら

作
家
に
な
る
こ
と
を
夢
見
て
い
た
が
、
自
分
の
娘
ポ
ー
ラ
の
食
事
が
進

む
よ
う
に
と
し
ば
し
ば
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
小
学
校

の
教
師
と
し
て
児
童
の
た
め
に
読
む
本
を
書
い
て
あ
げ
た
い
と
い
う
願

い
が
直
接
の
動
機
と
な
り
、
児
童
文
学
の
執
筆
を
始
め
る
（Aardem

a, A 
Bookw

orm
 10–12

）。
そ
の
後
フ
ロ
リ
ダ
州
に
移
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
亡

く
な
る
ま
で
そ
こ
に
住
居
を
構
え
て
作
家
活
動
を
お
こ
な
っ
た
。
作
品
の

す
べ
て
が
再
話
で
あ
り
、
ア
ー
デ
マ
自
ら
「
再
話
作
家
」
と
名
乗
っ
て
い

る
（Aardem

a, A Bookw
orm

 5

）。
二
十
五
を
越
え
る
作
品
の
う
ち
、
数

作
が
メ
キ
シ
コ
の
民
話
の
再
話
で
あ
り
、
残
り
は
す
べ
て
ア
フ
リ
カ
各
地

の
民
話
の
再
話
で
あ
る
こ
と
が
ア
ー
デ
マ
作
品
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

一
九
七
六
年
にW

hy D
o M

osquitoes Buzz in People’s Ears?: A W
est 

African Tale

が
コ
ー
ル
デ
コ
ッ
ト
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
で
（
同
書
の
出
版

は
一
九
七
五
年
）、
ア
ー
デ
マ
の
名
は
ア
メ
リ
カ
児
童
文
学
史
に
刻
ま
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
賞
は
ア
メ
リ
カ
の
児
童
文
学
で
特
に
す
ぐ
れ
た

挿
絵
の
作
品
に
対
し
て
贈
ら
れ
る
賞
で
、
そ
の
名
称
は
イ
ギ
リ
ス
で
絵

本
の
挿
絵
で
有
名
な
画
家
ラ
ン
ド
ル
フ
・
コ
ー
ル
デ
コ
ッ
ト
（R

andolph 
C

aldecott
）
の
名
に
ち
な
ん
で
付
け
ら
れ
た
。
先
程
、
ア
ー
デ
マ
は

「
必
ず
し
も
広
く
知
ら
れ
た
作
家
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
が
、W

hy D
o 

M
osquitoes Buzz in People’s Ears?

を
子
供
時
代
に
愛
読
し
た
と
公
言
す
る
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者
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
政
治
家
兼
作
家
の
ス

テ
イ
シ
ー
・
エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ
は
二
〇
二
一
年
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
』

で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
同
書
を
愛
読
書
の
一
つ
に
挙
げ
て
い
る

（Abram
s

）。

ア
ー
デ
マ
が
ア
フ
リ
カ
の
民
話
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
関
心
を
抱
き
、
再

話
し
た
確
固
た
る
理
由
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
ペ
ン
ギ
ン
ラ
ン

ダ
ム
ハ
ウ
ス
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
作
家
紹
介
で
は

“Verna w
rote m

ostly African folktales because of her fascination w
ith 

that infinitely diverse continent.”

と
だ
け
触
れ
ら
れ
て
い
る
（Penguin

）。

ア
ー
デ
マ
は
自
伝
の
中
で
図
書
館
員
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
ア
フ
リ
カ
の

民
話
が
書
か
れ
て
い
る
本
を
探
し
て
読
ん
で
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る

が
（Aardem

a, A Bookw
orm

 15

）、
研
究
者
が
推
測
可
能
な
理
由
と
し
て

挙
げ
て
い
る
も
の
に
は
以
下
の
説
が
あ
る
。
例
え
ば
ス
テ
ィ
ー
ヴ
・
マ
ッ

ド
は“She often read books about Africa, w

hich m
ay explain w

hy so 
m

any of her books are retellings of African folktales”
と
、
ラ
ン
ダ
ム

ハ
ウ
ス
の
紹
介
と
同
程
度
の
理
由
付
け
を
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

（M
udd

）。
バ
ー
バ
ラ
・
ベ
イ
ダ
ー
は
別
の
、
よ
り
詳
細
な
理
由
と
し
て
、

一
九
六
〇
〜
七
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
絵
本
が
爆
発
的
に
書
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
を
背
景
に
、
そ
の
題
材
と
し
て
当
時
第
三
世
界
へ
の
意
識

の
高
ま
り
や
ア
フ
リ
カ
の
新
独
立
国
へ
の
関
心
が
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ

人
の
ル
ー
ツ
へ
の
関
心
に
繋
が
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
、
そ
し
て
ア
ー
デ
マ
自

身
が
従
事
し
て
い
た
教
会
の
布
教
活
動
に
刺
激
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と

述
べ
て
い
る
（Bader

）。

W
hy D

o M
osquitoes Buzz in People’s Ears?

出
版
の
二
年
後
に
あ
た

る
一
九
七
七
年
に
、
ア
ー
デ
マ
はW

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

を
出
版
し

た
。W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

の
プ
ロ
ッ
ト
自
体
は
明
解
で
、
複
雑
な
要

素
は
な
い
。
ウ
サ
ギ
の
留
守
中
に
何
者
か
が
家
を
占
拠
し
て
し
ま
う
。
ウ

サ
ギ
が
自
宅
に
帰
っ
て
く
る
と
、
闖
入
者
に
よ
っ
て
家
が
占
拠
さ
れ
た
こ

と
を
知
る
。
追
い
出
す
こ
と
が
で
き
ず
に
困
り
果
て
、
友
人
の
ジ
ャ
ッ
カ

ル
、
豹
、
象
、
サ
イ
な
ど
の
動
物
に
協
力
を
あ
お
ぎ
、
占
拠
者
を
出
て
い

か
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
各
動
物
が
占
拠
者
を
追
い
出
そ
う
と
画
策

す
る
た
び
に
、
扉
の
向
こ
う
か
ら
「
俺
は
大
き
く
て
、
強
い
ぞ
」
と
い
う

脅
し
文
句
が
聞
こ
え
、
こ
の
占
拠
者
に
姿
を
現
さ
せ
る
こ
と
さ
え
で
き
な

い
。
さ
ら
に
は
、
友
人
の
動
物
は
家
を
踏
み
つ
ぶ
す
、
火
を
つ
け
て
追
い

出
そ
う
と
す
る
な
ど
の
破
壊
行
為
に
訴
え
よ
う
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
家

の
周
囲
を
踏
み
荒
ら
し
た
り
す
る
始
末
で
あ
る
。
そ
の
た
び
に
ウ
サ
ギ
は

友
人
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
羽
目
に
な
り
、
ウ
サ
ギ
の
負
担
は
増
す
ば
か

り
で
あ
る
。
物
語
最
後
で
、
力
が
弱
く
役
立
た
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
カ

エ
ル
が
知
恵
を
働
か
せ
て
、
占
拠
者
に
逆
に
脅
し
を
か
け
る
と
、
家
の
中

か
ら
イ
モ
ム
シ
が
出
て
き
て
、「
か
ら
か
っ
て
み
た
か
っ
た
だ
け
な
ん
だ
」

と
謝
罪
す
る
。
一
同
が
そ
れ
を
笑
っ
た
と
こ
ろ
で
、
話
は
お
終
い
と
な
る
。

ホ
リ
ス
の
マ
サ
イ
民
話
収
集

本
稿
冒
頭
で
簡
単
に
紹
介
し
た
が
、
二
十
世
紀
初
頭
の
ホ
リ
ス
に
よ
る

民
話
集Th

e M
asai

の
出
版
か
ら
、
い
く
つ
も
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
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翻
訳
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
一
九
七
七
年
に
ア
ー
デ
マ
の
児
童
文
学
作
品

W
ho’s in Rabbit’s H

ouse?

が
誕
生
し
た
。
ま
ず
大
元
と
な
っ
て
い
る
の
は

マ
サ
イ
の
民
話
で
あ
る
。
マ
サ
イ
に
限
ら
ず
、
ア
フ
リ
カ
で
広
く
み
ら
れ

る
民
話
の
語
り
の
特
徴
と
し
て
、
昼
下
が
り
の
村
の
広
場
で
お
年
寄
り
が

子
供
た
ち
に
話
を
聞
か
せ
た
り
、
あ
る
い
は
母
親
が
食
事
を
準
備
し
て
い

る
の
を
待
っ
て
い
る
時
間
に
、
家
族
の
者
が
年
下
の
者
に
話
を
聞
か
せ
る

と
い
っ
た
習
慣
が
あ
る
。
話
し
手
が
記
憶
を
頼
り
に
語
る
た
め
、
基
本
と

な
る
プ
ロ
ッ
ト
が
同
一
視
可
能
な
話
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
具
体
的
な
文

言
や
せ
り
ふ
回
し
は
少
し
ず
つ
異
な
り
、
一
つ
の
固
定
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト

は
元
来
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
ア
フ
リ
カ
諸
地
域
で
み
ら
れ
る
民
話
の
語

り
に
み
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
語
り
手
が
一
方
的
に
話
を
聞

か
せ
る
よ
う
な
語
り
で
は
な
く
、
語
る
者
と
聞
く
者
と
の
や
り
と
り
で
成

立
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
西
ア
フ
リ
カ
の
モ
シ
族
の
口
承
伝
承
研

究
で
知
ら
れ
て
い
る
川
田
順
三
に
よ
る
と
、
比
較
的
若
年
層
に
属
す
る
語

り
手
の
場
合
は
、
聞
き
手
集
団
に
い
る
年
配
の
者
が
適
宜
言
葉
を
は
さ
み
、

語
り
手
が
言
葉
に
詰
ま
っ
た
と
き
に
助
け
舟
を
出
す
。
ま
た
、
反
対
に
熟

練
の
語
り
手
の
場
合
は
、
聞
き
手
集
団
が
合
い
の
手
を
打
て
る
タ
イ
ミ
ン

グ
を
上
手
く
作
り
出
し
な
が
ら
、
語
り
を
通
じ
て
共
同
体
と
し
て
の
一
体

感
を
生
み
出
す
と
い
う
（
川
田 『
無
文
字
社
会
の
歴
史
』；

川
田 『
口
頭
伝

承
論
』）。
こ
う
し
た
即
興
性
も
、
民
話
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
原
作

が
無
数
に
存
在
す
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
。（D

égh 59

）。

そ
の
マ
サ
イ
の
民
話
が
、
一
九
〇
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
東
ア
フ
リ
カ
保

護
領
行
政
官
で
あ
っ
た
ホ
リ
ス
に
よ
っ
て
収
集
・
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
、

西
洋
の
読
者
の
間
に
一
つ
の
固
定
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
誕
生
し
た
。
植
民

地
時
代
に
、
宣
教
師
・
行
政
官
（
も
し
く
は
同
行
し
た
家
族
）・
学
者
・

探
検
家
ら
に
よ
る
民
話
収
集
が
世
界
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
大
英
帝
国

植
民
地
に
お
け
る
民
話
収
集
に
関
し
て
は
、
民
話
研
究
で
著
名
な
リ
チ
ャ

ー
ド
・
ド
ー
ソ
ン
に
よ
る
長
年
の
研
究
、
そ
し
て
サ
ダ
ー
ナ
・
ナ
イ
タ
ー
ニ

の
特
に
イ
ン
ド
と
ア
フ
リ
カ
で
の
民
話
収
集
に
関
す
る
優
れ
た
研
究
が
あ

る
が
、
ナ
イ
タ
ー
ニ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
個
々
の
地
域
や
個
々
の
収
集

家
に
関
す
る
研
究
は
あ
る
が
、
各
植
民
地
で
の
民
話
収
集
を
比
較
し
た
包

括
的
な
研
究
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

話
を
戻
す
と
、
一
八
七
八
年
に
設
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア
学
会
（the Folklore Society

）
が
、
大
英
帝
国
植
民
地
に
お
け
る
民
話

収
集
を
積
極
的
に
支
援
し
た
（D

orson 205

）。
民
話
収
集
を
通
じ
て
蓄
積

さ
れ
た
現
地
に
関
す
る
知
識
が
、
西
洋
に
よ
る
植
民
地
支
配
に
利
用
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
も
な
っ
た
（N

aithani 19–20, 100–102

）。
ホ
リ
ス
の
著

作
は
民
話
だ
け
で
な
く
、
マ
サ
イ
の
言
語
（
と
く
に
文
法
）、
慣
習
、
伝

統
な
ど
に
も
大
き
く
紙
面
を
割
い
て
い
る
。
同
書
は
、
ホ
リ
ス
が
そ
の
序

文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
西
洋
文
明
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
で
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
先
住
民
の
文
化
・
伝
統
・
慣
習
を
知
識
と
し
て
残
す
と
い
う
使
命

感
を
も
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

M
y endeavour in w

riting this book has been to place on record 
som

e of the thoughts and ideas of the M
asai people, before 

their extinction or their adm
ixture w

ith Bantu elem
ents and 
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contact w
ith civilization renders this an im

possibility [...,] for 
it is only by the gradual and peaceful civilization of the tribe 
that they can be saved from

 extinction. T
he encroachm

ents 
of civilization are beginning to be felt in East Africa; and the 
fam

ous R
ift Valley and the high plateau w

here the fierce, 
bloodthirsty M

asai once reigned suprem
e, are now

 becom
ing 

colonized by the w
hite settler. (H

ollis, iv–v)

ま
た
、
ホ
リ
ス
は
同
書
の
中
で
、
自
身
の
研
究
が
滞
り
な
く
行
わ
れ
た
の

は
イ
ギ
リ
ス
の
宣
教
師
団
体
（the C

hurch M
issionary Society in East 

Africa

）
の
支
援
の
お
か
げ
で
あ
る
と
繰
り
返
し
感
謝
の
意
を
述
べ
て
い

る
（H

ollis, iv–v

）。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
ホ
リ
ス
の
著
作
が
大
英
帝
国
の

植
民
地
事
業
の
一
環
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ホ
リ
ス
の
民
話
収
集
は
西
洋
支
配
を
よ
り
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
の
、

先
住
民
に
関
す
る
知
識
の
集
約
と
そ
の
公
開
、
ま
さ
に
植
民
地
主
義
に
基

づ
く
ア
ー
カ
イ
ブ
化
で
あ
り
、
帝
国
主
義
的
な
文
脈
で
言
え
ば
紙
面
上
の

博
物
館
の
設
立
と
形
容
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ナ
イ
タ
ー

ニ
が
述
べ
る
よ
う
に
、“folklore herein could be seen as the study of 

the m
ind of the com

m
unities”

で
あ
っ
た
（N

aithani 21

）。
ホ
リ
ス
の

著
作
に
寄
稿
さ
れ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
（Sir C

harles Eliot

）
に

よ
る
序
章
で
も
、
先
住
民
の
未
開
さ
が
度
々
強
調
さ
れ
、
先
住
民
に
関
す

る
知
識
の
蓄
積
が
植
民
地
活
動
に
貢
献
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

M
r. H

ollis’s book w
ill appeal chiefly to the scientific w

orld, 
and perhaps is, w

ith the exception of Sir H
arry Johnston and 

K
rapf’s w

orks, the m
ost valuable contribution w

hich has yet 
been m

ade to the anthropology and philology of the British 
possessions in Ease Africa. (Eliot, xxvii)

[T
he] only hope for the M

asai is that under intelligent 
guidance they m

ay gradually settle dow
n and adopt a certain 

m
easure of civilization. Any plan of leaving them

 to them
selves 

w
ith their old m

ilitary and social organization untouched 
seem

s to m
e fraught w

ith grave danger for the prosperity of 
the tribe as w

ell as for the public peace. But w
hatever their 

future m
ay be, I am

 sure that the author of this book, w
hich 

I now
 com

m
end to the attention of offi

cials as w
ell as m

en of 
science, has, by putting w

ithin the reach of all a know
ledge 

of the language and the custom
s of the M

asai, done m
uch to 

facilitate a settlem
ent of all questions w

hich m
ay arise betw

een 
them

 and our adm
inistration. (Eliot, xxviii)

こ
う
し
た
記
述
に
見
ら
れ
る
先
住
民
に
対
す
る
恩
着
せ
が
ま
し
い
態
度
は
、

同
書
が
植
民
地
主
義
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
な
る
。

一
九
〇
五
年
に
出
版
さ
れ
た
民
話
集Th

e M
asai

で
は
、
各
民
話
の
紹

介
に
二
段
階
の
掲
載
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
ま
ず
マ
サ
イ
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語
で
書
か
れ
た
民
話
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
各
行
の
真
下
に
英
語
に
よ
る

単
語
や
フ
レ
ー
ズ
毎
の
直
訳
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
にTh

e 
M

asai

は
た
ん
な
る
民
話
集
で
は
な
く
、
マ
サ
イ
の
言
語
に
関
す
る
文
法

書
で
も
あ
る
。
マ
サ
イ
語
と
英
語
の
二
言
語
併
記
は
、
そ
う
し
た
同
書
の

性
質
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
第
二
に
、
マ
サ
イ
語
と
英
語

の
直
訳
が
併
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
続
く
ペ
ー
ジ
か
ら
、
よ
り
自
然
な
英

語
で
、
か
つ
西
洋
の
読
者
に
馴
染
み
の
あ
る
民
話
の
形
式
に
書
き
直
さ
れ

た
訳
が
載
っ
て
い
る
。
以
上
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
民
話
収
集
と
翻
訳
の
二

つ
の
作
業
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

マ
サ
イ
の
口
承
伝
承
の
収
集
か
ら
植
民
地
主
義
的
な
民
話
集
が
出
版
さ

れ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
何
が
失
わ
れ
、
何
が
新
た
に
獲
得
さ
れ
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
思
い
つ
く
の
は
、
活
字
と
な
り
紙
面
に
収

録
さ
れ
た
こ
と
で
、
即
興
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
口
承
文

化
か
ら
文
字
文
化
へ
の
変
換
の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
先
述
の

よ
う
に
、
マ
サ
イ
の
文
化
を
含
む
ア
フ
リ
カ
諸
地
域
の
文
化
に
お
け
る
説

話
は
、
語
り
手
と
聴
衆
と
の
や
り
と
り
に
よ
る
複
数
の
語
り
か
ら
成
立
し

て
い
る
。
故
に
即
興
性
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
収
集
さ
れ
文
字
化

さ
れ
た
民
話
で
は
場
の
雰
囲
気
の
喪
失
、
さ
ら
に
は
共
同
体
精
神
を
支
え

る
要
因
と
し
て
、
歴
史
の
伝
承
や
教
訓
と
し
て
の
文
化
的
側
面
か
ら
の
乖

離
を
も
意
味
す
る
。

反
対
に
、
文
字
化
さ
れ
、
英
語
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
で
新
た
に
獲
得
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、
無
数
に
あ
っ
た
民
話
の
形
態
が
西
洋
の
読
者
に
と
っ

て
一
つ
に
固
定
化
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
紙
面
に
記
録
さ

れ
た
こ
と
で
、
英
語
を
読
み
書
き
す
る
読
者
に
と
っ
て
の
参
照
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
の
正
典
が
生
ま
れ
た
と
い
え
る
。

聞
き
手
の
相
槌
が
不
要
に
な
り
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
自
立
性

と
様
式
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
伝
達
が
「
座
」
と

い
う
、「
か
た
り
」
の
共
同
体
を
形
作
っ
て
い
る
、
比
較
的
少
数

者
か
ら
成
る
集
団
の
限
定
を
は
な
れ
て
、
不
特
定
多
数
の
受
信
者

に
向
か
っ
て
の
、
拡
散
伝
達
に
な
り
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
川
田 『
口
頭
伝
承
論
』
百
十
四
頁
）

ま
た
、
マ
サ
イ
語
で
書
か
れ
た
民
話
が
英
語
に
直
訳
さ
れ
、
そ
し
て
よ

り
自
然
な
英
語
へ
と
書
き
直
さ
れ
た
こ
と
で
、
マ
サ
イ
文
化
の
語
り
の
伝

統
２
、
お
よ
び
マ
サ
イ
語
の
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
・
音
・
リ
ズ
ム
が
失
わ

れ
る
一
方
で
、
英
語
を
読
み
書
き
で
き
る
読
者
に
と
っ
て
理
解
可
能
な
テ

ク
ス
ト
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
、
異
文
化
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
可
能
と
な
っ
た
。

ナ
イ
タ
ー
ニ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
植
民
地
に
お
け
る
民
話
収
集
に
は

必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
現
地
の
協
力
者
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
現
地
の
協
力
者
は
収
集
家
に
対
し
て
、
と
き
に
民
話
を
直
接
語
っ
た

り
、
あ
る
い
は
民
話
を
知
る
者
を
紹
介
し
て
そ
の
聞
き
取
り
や
翻
訳
の
仕

事
を
担
当
し
た
り
し
た
。
多
く
の
場
合
、
現
地
の
協
力
者
の
功
績
は
テ
ク

ス
ト
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
民
話
集
に
協
力
者
の
名
前
が
記
載

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ば
か
り
か
、
協
力
者
が
い
た
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
記

述
さ
え
見
当
た
ら
ず
、
す
べ
て
が
収
集
者
や
そ
の
他
い
わ
ゆ
る
西
洋
の
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知
人
や
協
力
者
の
功
績
と
し
て
簒
奪
さ
れ
る
こ
と
さ
え
少
な
く
な
か
っ

た
（N

aithani, ch. 4

）。Th
e M

asai

の
序
文
を
見
る
と
、
ホ
リ
ス
は
実
際

に
民
話
を
語
っ
た
現
地
の
人
々
を
「
語
り
手
た
ち
（relaters

）」
と
だ
け
し

か
記
し
て
い
な
い
が
（H

ollis, iv

）、
現
地
の
協
力
者
の
中
で
も
と
り
わ
け

一
人
の
人
物
に
関
し
て
一
段
落
を
割
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
協
力
者
の
名

前
は
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
オ
ル
オ
メ
ニ
（Justin O

l–om
eni

）
と
い
う
人
物
で
、

ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
と
い
う
洗
礼
名
を
持
つ
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
者
で
あ
り
、

幼
少
期
よ
り
西
洋
の
教
育
を
受
け
た
こ
と
がTh

e M
asai

に
記
さ
れ
て
い
る
。

彼
が
ホ
リ
ス
の
民
話
収
集
に
協
力
し
、
収
集
さ
れ
た
資
料
の
多
く
は
彼

の
功
績
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
（H

ollis, v

）。
そ
の
点
に
お
い
て

は
、
ホ
リ
ス
は
収
集
の
プ
ロ
セ
ス
を
丸
ご
と
西
洋
の
手
柄
に
す
る
よ
う
な

こ
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
オ
ル
オ
メ
ニ
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
に
は

以
下
の
よ
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
け
っ
し
て
現
地
の
人
々

や
文
化
を
尊
重
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
理
由
と
は
、
先
述
の
よ

う
に
資
料
収
集
に
あ
た
り
、
ホ
リ
ス
が
現
地
の
宣
教
師
団
体
か
ら
の
支
援

を
受
け
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
現
地
の
協
力
者
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗

者
で
あ
り
、
オ
ル
オ
メ
ニ
の
紹
介
に
は
ホ
リ
ス
が
宣
教
師
ら
に
よ
る
改
宗

の
「
成
功
例
」
を
示
そ
う
と
し
た
意
図
が
見
て
と
れ
る
。
現
地
の
協
力
者

は
、
西
洋
に
よ
っ
て
文
明
化
さ
れ
た
「
こ
ち
ら
側
」
の
人
物
と
み
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

ア
ー
デ
マ
に
よ
る
再
話

二
十
世
紀
後
半
に
ミ
シ
ガ
ン
州
の
地
元
の
図
書
館
で
ホ
リ
ス
の
著
書

Th
e M

asai

を
手
に
し
た
ア
ー
デ
マ
が
、
収
録
さ
れ
て
い
た
民
話
の
一
つ

“Th
e C

aterpillar and the W
ild Anim

als”

を
ア
メ
リ
カ
の
子
供
向
け
に

二
回
再
話
し
た
。
最
初
の
再
話
は
一
九
六
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
再

話
の
プ
ロ
セ
ス
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
際
同
民
話
は “Th

e Long 
O

ne”

と
タ
イ
ト
ル
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
七
七
年
に
同

民
話
を
単
独
で
本
と
し
て
出
版
し
た
。
ア
ー
デ
マ
が
プ
ロ
ッ
ト
や
挿
絵

等
を
大
幅
に
刷
新
し
、
セ
ル
フ
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
し
た
の
がW

ho’s in 
Rabbit’s H

ouse?

に
な
る
。

植
民
地
時
代
に
収
集
さ
れ
た
民
話
を
一
九
六
九
年
に
ア
ー
デ
マ
が
再
話

し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
喪
失
と
獲
得
の
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
加

え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
民
話
か
ら
児
童
文
学
作
品
と
な
っ
た
際
に
、

挿
絵
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
が
視
覚
的
に
最
も
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
挿
絵
は
橙
色
、
黄
色
、
茶
色
な
ど
の
暖
色
を
基
調
と
し
た

シ
ン
プ
ル
な
色
彩
で
、
背
景
に
は
白
地
部
分
が
多
く
、
多
く
を
描
き
込
む

こ
と
は
し
て
い
な
い
。
全
十
二
頁
の
短
編
の
中
で
挿
絵
は
三
枚
、
そ
の
う

ち
一
枚
は
見
開
き
で
あ
り
、
後
述
のW

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

が
全
頁
に

わ
た
っ
て
挿
絵
が
頁
全
体
に
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
文

章
中
心
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
挿
絵
は
前
後
の
文
章
の
内
容
に

あ
る
程
度
則
し
て
お
り
、
文
章
理
解
の
補
助
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ

と
も
う
か
が
え
る
。



マサイ民話の再話

99

挿
絵
が
新
た
に
加
わ
っ
た
と
い
う
視
覚
的
変
化
の
他
に
も
、
一
九
〇
五

年
に
出
版
さ
れ
た
民
話
集
に
収
め
ら
れ
た
一
作
品
が
ア
ー
デ
マ
に
よ
っ
て

再
話
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
特
筆
す
べ
き
変
化
が
い
く
つ
か
生
じ
て
い

る
。
一
つ
に
、
商
業
的
な
違
い
が
あ
る
。
二
〇
世
紀
後
半
に
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
市
場
向
け
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
、
二
〇
世
紀
初
頭
と
比
べ
て
、

は
る
か
に
大
衆
的
で
あ
り
、
か
つ
商
業
化
の
ベ
ー
ス
に
乗
っ
た
。
学
術
書

に
収
録
さ
れ
た
多
数
の
民
話
の
一
つ
か
ら
、
児
童
文
学
の
一
作
品
と
な
っ

た
こ
と
で
、
対
象
読
者
が
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
知
識
人
や
東
ア
フ
リ
カ
保
護

領
の
行
政
官
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
子
供
全
般
へ
と
変
化
し
た
。
二
つ
目

に
、
ア
フ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
大
西
洋
を
横
断
し
て
北
米
大
陸
で
再

話
さ
れ
た
こ
と
で
、
空
間
的
移
動
が
生
じ
た
。
三
つ
目
は
、
第
一
の
点
で

す
で
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
出
版
の
目
的
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。“Th

e 
C

aterpillar and the W
ild Anim

als”

や
そ
の
他
の
民
話
収
集
が
先
住
民

の
記
録
や
知
の
集
積
を
目
的
と
し
た
植
民
地
事
業
の
一
つ
に
数
え
上
げ
ら

れ
る
の
に
対
し
て
、“Th

e Long O
ne”

は
異
文
化
紹
介
を
兼
ね
た
児
童
教

育
の
た
め
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
つ
問
題
と
な
る
の
が
、
ア
ー
デ
マ
に
よ
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
が
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
判
の
対
象
に
な
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
典
型
的
と
も
い
え
る
植
民
地
主
義
的
な
性
格
を
持
っ
た
テ
ク
ス
ト
を

翻
案
元
と
し
た
こ
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ

て
脱
歴
史
化
・
脱
政
治
化
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
異
国
情
緒
溢
れ
る

民
話
と
い
う
性
格
の
み
が
前
景
化
さ
れ
、Th

e M
asai

の
序
文
や
序
章
か

ら
の
引
用
箇
所
で
確
認
し
た
よ
う
な
、
植
民
地
主
義
や
キ
リ
ス
ト
教
へ

の
改
宗
に
よ
る
先
住
民
の
文
化
の
破
壊
、
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
疫

病
に
よ
る
先
住
民
の
人
口
減
少
や
家
畜
の
被
害
と
い
っ
た
歴
史
的
過
去

か
ら
は
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
無
縁
に
な
っ
て
い
る
。
翻
案
元
同

様
、“Th

e Long O
ne”

は
東
ア
フ
リ
カ
の
民
話
に
代
表
的
な
ウ
サ
ギ
、
ジ

ャ
ッ
カ
ル
、
象
と
い
っ
た
動
物
が
登
場
し
、
擬
人
化
さ
れ
た
寓
話
に
な
っ

て
い
る
が
、
挿
絵
に
描
か
れ
た
伝
統
的
家
屋
や
現
地
の
植
物
な
ど
を
視
覚

的
楽
し
み
な
が
ら
話
を
読
み
進
め
る
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
の
子
供
に
と
っ

て
は
そ
れ
が
自
分
達
に
馴
染
み
が
な
か
っ
た
文
化
に
触
れ
て
い
る
こ
と
を

実
感
で
き
る
。
ア
ー
デ
マ
自
身
も
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
で
の
助
言
と
し
て“close to the African soil”

を
目
指
す
と
同
時
に
、

“elim
inate ugly details and unnecessary violence”

の
重
要
性
も
述
べ
て

い
る
（Bader

）。

と
は
い
え
、
子
供
向
け
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
脱
歴
史
化
・
脱

政
治
化
を
正
当
化
し
、
過
去
の
悲
惨
さ
か
ら
子
供
の
無
垢
を
守
る
べ
く
、

再
話
で
は
翻
案
元
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
削
除
し
た
と
い
う
、
ア
ー
デ
マ
の

意
見
を
素
直
に
受
け
取
っ
た
解
釈
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
疑
問
が

生
じ
る
。
事
実
こ
の
民
話
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
な
解
釈
を
加
え
る
こ

と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
母
屋
を
奪
わ
れ
た
ウ
サ
ギ
あ
る
い
は
カ
エ
ル
は
、

賢
く
も
、
虐
げ
ら
れ
た
り
被
害
者
で
あ
っ
た
先
住
民
の
象
徴
で
あ
り
、
母

屋
を
乗
っ
取
っ
た
イ
モ
ム
シ
は
、
臆
病
だ
が
威
勢
を
張
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
や
っ
て
き
た
入
植
者
や
行
政
官
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

植
民
地
時
代
の
歴
史
を
教
育
と
し
て
伝
え
る
べ
き
内
容
と
し
て
作
品
に
書

き
込
む
こ
と
は
、
も
し
か
し
た
ら
ア
ー
デ
マ
自
身
の
考
え
に
は
無
か
っ
た
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の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
植
民
地
の
悲
惨
な
歴
史
、
西
洋
が
他
の
地

域
に
対
し
て
犯
し
た
侵
略
行
為
を
伝
え
る
こ
と
は
、
現
代
で
は
教
育
の
一

環
と
し
て
大
切
な
事
柄
に
な
っ
て
お
り
、
ア
ー
デ
マ
の
作
品
を
そ
の
目
的

で
紹
介
す
る
の
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
３
。

ア
ー
デ
マ
に
よ
る
セ
ル
フ
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン

一
九
六
九
年
の
作
品“Th

e Long O
ne”

が
ア
ー
デ
マ
に
よ
っ
て
セ
ル

フ
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
た
こ
と
で
、
両
者
の
間
に
も
い
く
つ
か
の
大

き
な
相
違
点
が
生
ま
れ
た
。
短
編
集
の
収
録
作
品
の
一
つ
か
ら
、
単
独
で

の
出
版
と
な
っ
たW

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

で
は
、
タ
イ
ト
ル
の
変
更
は

言
う
ま
で
も
な
く
、
出
版
社
が
変
わ
り
、
挿
絵
画
家
も
変
わ
り
、
絵
の
タ

ッ
チ
に
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
物
語
の
構
成
、
挿
絵

と
文
章
の
関
係
、
そ
し
て
文
化
的
な
意
味
を
と
く
に
取
り
上
げ
て
い
く
。

先
述
の
よ
う
にW

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

は
セ
ル
フ
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
結
果
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
ウ
サ
ギ
や
そ
の
他
の
動
物
が
巻
き

起
こ
す
騒
動
と
カ
エ
ル
に
よ
る
問
題
の
解
決
が
物
語
の
骨
子
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
共
通
点
は
た
し
か
に
あ
る
一
方
で
、
実
際
の
と
こ
ろ
相
違
点

の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
相
違
点
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
れ
ば
、
ウ
サ

ギ
、
カ
エ
ル
、
象
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
変
更
さ
れ
、
代
名
詞she

が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
ア
ー
デ
マ
の
他
の
作
品
に
も
し
ば
し
ば
み
ら

れ
る
特
徴
で
あ
る
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
ッ
カ
ル

の
足
音
を
表
現
し
た“kpidu, kpidu, kpidu”

や
カ
エ
ル
の
笑
い
声“gdung, 

gdung, gdung”

、
さ
ら
に
は
鍬
で
地
面
を
平
ら
に
す
る
音“kok, kok”

と

い
っ
た
独
特
の
擬
音
は
、
ア
ー
デ
マ
が
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
ー
ソ
ン
の
著
書

African Folklore

を
読
ん
で
知
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（Bader

）。
ア
フ
リ

カ
の
民
話
で
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
る
こ
と
で
、
口

承
伝
承
がTh

e M
asai

出
版
で
文
字
化
さ
れ
た
と
き
に
失
わ
れ
た
場
の
臨

場
感
や
語
り
の
リ
ズ
ム
を
、W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

が
約
七
〇
年
の
時

を
経
て
再
現
し
よ
う
と
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
ア

フ
リ
カ
に
あ
る
文
化
の
再
現
こ
そ
が
、“Th

e Long O
ne”

か
らW

ho’s in 
Rabbit’s H

ouse?

へ
の
セ
ル
フ
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
で
試
み

ら
れ
た
最
大
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。

事
実
ア
フ
リ
カ
に
あ
る
文
化
の
再
現
は
、W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

の

随
所
に
み
ら
れ
る
。
第
一
に
、
物
語
の
語
り
の
構
成
が
大
き
く
変
更
さ

れ
た
こ
と
に
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
。“Th

e Long O
ne”

で
は
、「
昔
々
あ

る
と
こ
ろ
に
〜
」
と
い
っ
た
西
洋
の
伝
統
的
な
民
話
の
語
り
に
対
応
す

る“Tricksy R
abbit once lived on a bluff overlooking a lake.”

と
い
う

一
文
で
物
語
が
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、W

ho’s in Rabbit’s 
H

ouse?

で
は
、
た
し
か
に
ウ
サ
ギ
の
物
語
自
体
は
ほ
ぼ
同
じ
文
言
の

“Long, long ago a rabbit lived on a bluff overlooking a lake.”

で
始
ま

っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
前
に
三
頁
に
わ
た
っ
て
、
マ
サ
イ
の
人
々
に
よ
る

劇
が
演
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
文
章
が
付
け
加
え
ら
れ

て
お
り
、
作
品
全
体
が
劇
中
劇
の
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

A
s the hour for the perform

ance approaches, the M
asai 
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villagers gather before the closed curtain, w
aiting expectantly.

Behind the curtain the actors prepare the set and the props, 
rehearse their lines, and don their m

asks.
At last the players are ready. Th

e curtain opens and the play 
begins.... (Aardem

a, W
ho’s in Rabbit’s H

ouse?)

挿
絵
で
も
、
劇
が
始
ま
る
前
に
幕
を
張
っ
た
り
、
準
備
し
て
い
る
役
者
や

劇
の
開
始
を
今
か
と
待
っ
て
い
る
観
客
の
村
人
達
の
様
子
が
描
か
れ
て
お

り
、
読
者
は
そ
の
劇
を
観
る
観
客
の
一
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
演
出
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ア
ー
デ
マ
自
身
も
同
作
品

の
序
文
で
、
そ
の
意
図
を
語
っ
て
い
る
。

Th
e opening pages of the book set the scene as the expectant 

onlookers gather before the draw
n curtain. Th

en, as the play 
begins, the perspective shifts and the reader becom

es the real 
audience to this unique perform

ance. (A
ardem

a, W
ho’s in 

Rabbit’s H
ouse?)

劇
は
各
役
者
が
動
物
の
仮
面
を
被
っ
た
仮
面
劇
で
、
一
九
六
九
年
の
短
編

で
は
動
物
自
身
が
擬
人
化
さ
れ
て
い
た
が
、W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

で

は
仮
面
を
身
に
つ
け
た
役
者
が
演
じ
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
改
変
さ

れ
て
い
る
。
仮
面
劇
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、W

ho’s in Rabbit’s 
H

ouse?

は
キ
ャ
ス
リ
ー
ン
・
ホ
ー
ニ
ン
グ
が“the aesthetic values of the 

culture from
 w

hich it[the folk–art style] com
es”

を
反
映
し
て
い
る

と
形
容
す
る
、
民
衆
芸
術
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
と
い
え
る
（H

orning 
111

）。
場
の
再
現
の
お
か
げ
で
、
読
者
は
あ
た
か
も
大
西
洋
を
隔
て
た

異
文
化
を
追
体
験
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
受
け
る
。

民
衆
劇
の
要
素
に
加
え
て
、
い
く
つ
か
の
文
化
の
忠
実
な
表
象
も
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
。
先
述
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
そ
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
そ
の
他
に
も
例
え
ば
観
客
が
身
に
つ
け
て
い
る
服
装
や
装

飾
品
に
文
化
の
忠
実
な
再
現
が
み
ら
れ
る
。
村
人
の
様
子
に
着
目
す
る

と
、
い
ず
れ
も
伝
統
的
な
服
装
を
纏
っ
て
お
り
、
観
客
は
み
な
女
性
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
服
装
か
ら
役
者
は
全
員
男
性
で
あ

る
こ
と
も
容
易
に
確
認
で
き
る
。
描
か
れ
て
い
る
女
性
の
装
飾
品
を
み
る

と
、
既
婚
で
あ
ろ
う
女
性
が
身
に
つ
け
て
い
る
物
と
、
未
婚
で
あ
ろ
う
女

性
が
身
に
つ
け
て
い
る
物
が
マ
サ
イ
の
伝
統
文
化
に
則
っ
て
明
確
に
区
別

さ
れ
て
い
る
。
ア
ー
デ
マ
は
仮
面
の
描
き
方
自
体
は
挿
絵
画
家
の
創
造

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
一
方
で
、
そ
の
他
の
文
化
的
要
素
は
実

際
の
マ
サ
イ
の
慣
習
や
文
化
を
再
現
し
よ
う
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
：

“Th
e hairstyles, costum

es, jew
elry, housing, and general terrain are all 

typical of the M
asai” (Aardem

a, W
ho’s in Rabbit’s H

ouse?)

。

翻
案
元Th

e M
asai

の
序
章
に
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
に
よ
る
マ

サ
イ
の
伝
統
的
衣
装
の
紹
介
が
あ
り
、
マ
サ
イ
の
女
性
が
し
ば
し
ば
髪
の

毛
を
剃
っ
て
い
る
こ
と
、
皮
の
上
着
を
身
に
纏
い
、
結
婚
後
大
き
な
輪
の

イ
ヤ
リ
ン
グ
、
真
鍮
や
鉄
製
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
、
手
足
に
鉄
製
の
飾
り
を
身

に
つ
け
て
い
る
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
（Eliot, xvii

）。
そ
の
説
明
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とW
ho’s in Rabbit’s H

ouse

の
挿
絵
に
描
か
れ
て
い
る
観
客
の
服
装
が
一

致
し
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

の
挿
絵
画
家
お
よ
び
著
者
ア
ー
デ
マ
が
こ
の
序
章
を
ど
の
程
参
考
に
し
た

か
を
示
す
具
体
的
資
料
は
な
い
が
、
翻
案
元
に
記
載
さ
れ
て
い
る
文
章
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
参
考
資
料
の
一
つ
と
し
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。

民
衆
劇
と
い
う
設
定
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、
た
し
か
にW

ho’s in 
Rabbit’s H

ouse?

は
、「
ア
フ
リ
カ
ら
し
さ
」
の
表
現
に
成
功
し
て
い
る
と

い
え
る
。
実
際
、
東
ア
フ
リ
カ
で
は
民
衆
劇
が
盛
ん
で
あ
り
、
そ
こ
に
着

想
を
得
て
劇
中
劇
と
い
う
構
成
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
表
現
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
忠
実
性
の
点
で
疑
問
が
残
る
こ
と
も
否

定
で
き
な
い
。
マ
サ
イ
の
間
で
は
伝
統
的
に
仮
面
劇
は
お
こ
な
わ
れ
て
お

ら
ず
、
仮
面
劇
は
西
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
他
の
ア
フ
リ
カ
地
域
で
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
西
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
地

域
で
お
こ
な
わ
れ
る
仮
面
を
用
い
た
伝
統
的
な
行
事
は
元
来
、W

ho’s in 
Rabbit’s H

ouse?

に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
幕
を
張
っ
て
行
わ
れ
る
形
式

の
劇
で
は
な
く
、
集
落
の
広
場
な
ど
で
執
り
行
わ
れ
る
儀
式
や
祝
祭
の
一

部
で
あ
る
（H

uet; Picton; Yoshida

）。
そ
の
意
味
で
同
作
品
に
は
、
ア
フ

リ
カ
を
一
括
り
に
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
見
て
と
れ
る
が
、
ア
ー
デ
マ

自
身
も“elem

ents of African art w
ith eastern and w

estern theatrical 
traditions”

と
述
べ
、
創
作
で
あ
る
点
は
認
め
て
い
る
（Aardem

a, W
ho’s 

in Rabbit’s H
ouse?

）。

セ
ル
フ
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
劇
の
要
素
が
追
加
さ
れ
た
理
由
の
一
つ

と
し
て
、
児
童
文
学
作
品
と
し
て
出
版
さ
れ
る
よ
り
も
以
前
に
、
す
で
に

ア
ー
デ
マ
は
自
身
が
勤
め
る
小
学
校
の
二
年
生
の
児
童
が
保
護
者
に
見
せ

る
た
め
に
、
こ
の
民
話
を
題
材
に
し
た
劇
を
毎
年
お
こ
な
っ
て
お
り
、
挿

絵
画
家
が
ア
ー
デ
マ
を
訪
問
し
た
際
に
そ
れ
を
目
に
し
た
と
い
う
事
実
が

あ
る
（Bader

）。
設
定
と
し
て
仮
面
劇
の
要
素
を
採
用
し
た
こ
と
で
、
寓

話
と
し
て
の
動
物
物
語
に
二
つ
の
意
味
が
新
た
に
付
与
さ
れ
た
と
い
え
る
。

一
つ
は
、
民
衆
劇
を
伝
統
的
な
ア
フ
リ
カ
の
文
化
と
し
て
連
想
す
る
、
幾

分
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
な
発
想
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
ア
フ
リ
カ

に
お
け
る
民
衆
劇
の
伝
統
的
な
行
わ
れ
方
と
は
異
な
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

的
理
解
で
あ
り
、
本
来
マ
サ
イ
の
文
化
に
は
み
ら
れ
な
い
民
衆
劇
と
仮
面

を
融
合
さ
せ
た
想
像
の
産
物
、
誤
っ
た
異
文
化
表
象
で
あ
る
と
い
え
る
。

も
う
一
つ
の
意
味
は
、
動
物
の
仮
面
を
被
っ
た
役
者
が
動
物
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
演
じ
る
様
子
を
描
く
こ
と
で
、
読
者
は
文
字
通
り
動
物
が
人
間
社

会
で
暮
ら
す
人
々
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
そ
こ
に
読
み
取
る

こ
と
が
容
易
に
な
る
。
動
物
に
扮
し
た
役
者
が
身
に
つ
け
た
仮
面
や
演
技

の
背
後
に
は
常
に
役
者
で
あ
る
人
間
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
動
物
が
人
間

の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
可
視
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
一
つ
目
の
意
味
に
関
し
て
は
、
す
で
に
引
用
し
たW

ho’s in 
Rabbit’s H

ouse?

の
序
文
を
見
る
限
り
、
ア
ー
デ
マ
お
よ
び
挿
絵
画
家
デ

ィ
ロ
ン
夫
妻
は
マ
サ
イ
の
衣
装
な
ど
は
忠
実
に
再
現
し
つ
つ
も
、
マ
サ
イ

に
は
仮
面
劇
の
文
化
が
な
い
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
る
。
そ
し
て
物
語

が
進
む
に
つ
れ
て
、
挿
絵
で
仮
面
そ
の
も
の
が
表
情
を
変
化
さ
せ
る
こ
と

が
、
本
作
品
が
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
お
り
、
リ
ア
リ

ズ
ム
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
著
者
ら
と
読
者
の
間
で
共
有
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さ
れ
る
べ
き
認
識
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、“Th

e Long O
ne”

が
収
録
さ
れ
て
い
るTales for the Th

ird Ear

の
前
書
き
を
読
む
と
、
ア
ー

デ
マ
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
地
域
で
見
ら
れ
る
昔
話
が
ど
の
よ
う
な
と
き
に
語

ら
れ
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
語
り
手
に
よ
る
一
方
的
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
は

な
く
、
そ
の
場
に
い
る
聞
き
手
と
の
ダ
イ
ア
ロ
グ
で
成
立
す
る
こ
と
も
、

十
分
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

T
here the storyteller often begins by saying, “K

unnenka 
naw

a?” (H
ow

 m
any ears have you?) T

he people answ
er, 

“K
unnena biyu!” (W

e have tw
o ears!) Th

e narrator says, “K
ara 

na uku, ka sha labari!” (Add a third, and listen to w
hat I have 

to tell you!) [...] A
nd if one listens w

ith a third ear, as the 
H

ausa people do, he m
ay find him

self laughing w
ith them

 
under a m

ango tree. (Aardem
a, Tales for the Th

ird Ear)

W
ho’s in Rabbit’s H

ouse?

に
よ
る
異
文
化
の
再
現
は
別
の
言
い
方
を
す
れ

ば
、
川
田
が
形
容
す
る
と
こ
ろ
の
、「
座
の
シ
ン
ロ
ー
グ
で
あ
り
な
が
ら
、

集
団
的
な
自
己
回
帰
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
も
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
も
表
現
可
能
で
あ
ろ
う
（
川
田
『
口
頭
伝
承
論
』
百
三
六
頁
）。

場
の
再
現
と
し
てW

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

が
用
い
て
い
る
も
う
一
つ

の
特
徴
は
、
同
じ
登
場
人
物
を
一
枚
の
挿
絵
に
複
数
回
描
く
、
い
わ
ゆ
る

「
異
時
同
図
法
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
４
。
こ
の
図
法
は
日
本

で
も
絵
巻
物
な
ど
で
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
が
、
登
場
人
物
の
動
き
を

再
現
す
る
こ
と
で
、
静
止
画
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
間
の
経
過
を
感
じ
さ

せ
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
手
法
で
あ
る
。W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

で
は
、

こ
の
手
法
に
よ
り
各
役
者
の
動
き
が
点
か
ら
線
と
な
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、

臨
場
感
が
演
出
さ
れ
て
い
る
。W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

の
挿
絵
を
手
掛

け
た
デ
ィ
ロ
ン
夫
妻
が
異
時
同
図
法
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で

は
な
い
５
。
た
だ
し
、
同
じ
登
場
人
物
を
一
つ
の
挿
絵
に
複
数
回
描
い
た

こ
と
に
つ
い
て
、W

hy D
o M

osquitoes Buzz in People’s Ears?

の
コ
ー
ル

デ
コ
ッ
ト
賞
授
賞
式
で
の
夫
妻
の
ス
ピ
ー
チ
を
引
用
し
つ
つ
以
下
の
よ
う

な
見
解
を
述
べ
て
い
る
批
評
家
も
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

Show
ing “the sam

e anim
al doing m

ore than one thing on 
a page” in the first half of the book is the D

illon’s response 
to the “film

like” quality of the story,” as w
ell as an effective 

use of space. “So m
uch happens w

ithin the space of tw
o or 

three paragraphs, w
e felt that to leave any of the scenes out 

of the pictures w
ould create a jum

py effect. W
e w

anted the 
pictures to flow

 the w
ay the story flow

ed.” (H
am

m
ond and 

N
ordstrom

 223)
お
わ
り
に

ア
ー
デ
マ
の
セ
ル
フ
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
誕
生
し
たW

ho’s in 
Rabbit’s H

ouse?
は
、
翻
案
の
大
元
で
あ
る
口
承
伝
承
と
し
て
の
マ
サ
イ
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民
話
が
実
際
に
語
ら
れ
て
い
る
様
子
を
可
能
な
限
り
再
現
し
よ
う
と
し
た

作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
複
数
回
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と

翻
訳
と
い
う
過
程
を
経
て
誕
生
し
た
同
作
品
が
、
原
点
に
返
っ
て
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
民
話
の
文
化
的
背
景
を
作
中
に
盛
り
込
む
こ
と
で
、
そ
の
過
程
で

失
わ
れ
て
い
っ
た
も
の
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
は
興
味
深
い
。
そ
の
具

体
的
再
現
方
法
と
し
て
、
例
え
ば
村
全
体
の
行
事
で
あ
る
民
衆
劇
を
作
品

の
コ
ン
セ
プ
ト
に
し
、
か
つ
挿
絵
に
異
時
同
図
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
マ

サ
イ
の
村
で
民
話
が
語
ら
れ
る
そ
の
場
に
あ
る
臨
場
感
や
躍
動
感
と
い
っ

た
場
の
雰
囲
気
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
ア
フ
リ
カ
に
お

い
て
民
話
が
語
ら
れ
る
こ
と
の
文
化
的
意
義
の
一
つ
で
あ
る
共
同
体
精
神

の
確
認
も
演
出
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
「
仮
面
劇
＝
ア
フ
リ

カ
の
劇
」
と
い
っ
た
異
文
化
へ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
指
摘
す
る
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
批
判
は
あ
れ
、
ア
ー
デ
マ
に
よ
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
お
よ

び
セ
ル
フ
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
お
か
げ
で
、
マ
サ
イ
の
民
話
が
ア
メ
リ

カ
を
中
心
と
し
た
世
界
中
の
読
者
に
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
、

そ
し
て
ア
ー
デ
マ
ら
が
提
示
し
た
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る
新
し
い
像
が
Ｈ
・

Ｍ
・
ス
タ
ン
レ
ー
の
ア
フ
リ
カ
旅
行
記
の
よ
う
な
、
そ
れ
ま
で
の
極
め
て

植
民
地
主
義
的
な
、
ア
フ
リ
カ
を
未
開
の
暗
黒
大
陸
と
み
な
す
理
解
に
取

っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
（Bader

）
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ハ
ッ
チ

オ
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
原
作
に
新
た

な
生
命
を
吹
き
込
み
、
原
作
が
未
来
へ
と
生
き
延
び
、
繁
栄
す
る
行
為
な

の
だ
か
ら
（H

utcheon 31–32

）。

注１  
W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

の
出
版
以
前
に
、W

hy D
o M

osquitoes 
Buzz in People’s Ears?

で
デ
ィ
ロ
ン
夫
妻
と
ア
ー
デ
マ
は
既
に
共
に
仕

事
を
し
て
お
り
、
同
作
品
は
挿
絵
の
独
特
な
タ
ッ
チ
や
構
図
か
ら
、
コ

ー
ル
デ
コ
ッ
ト
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
デ
ィ
ロ
ン
夫
妻

は
翌
年
に
も
別
の
作
家
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
マ
ス
グ
ロ
ー
ヴ
（M

argaret 
M

usgrove

）
と
の
作
品Ashanti to Zulu: African Traditions (Puffi

n, 
1976)

で
、
二
年
連
続
同
賞
受
賞
と
い
う
快
挙
を
成
し
遂
げ
て
い
る
が
、

く
し
く
も
こ
ち
ら
も
ア
フ
リ
カ
諸
地
域
の
文
化
を
題
材
に
し
た
児
童
文

学
で
あ
る
。

２  

マ
サ
イ
の
民
話
は
西
洋
の
民
話
に
典
型
的
な“O

nce upon a tim
e...”

で
は
始
ま
ら
ず
、
通
常“L– om

on lo– ‘l– kurto ō– j– i

（Th
e new

s of 
the caterpillar w

hich is called...

）”

の
よ
う
に
始
ま
る
（H

ollis 179

）。

３  

ア
フ
リ
カ
諸
国
で
制
作
・
出
版
さ
れ
て
い
る
作
品
に
も
、
現
地
の
民

話
や
そ
の
他
口
承
文
学
を
題
材
に
し
た
作
品
が
数
多
く
存
在
す
る
。
こ

う
し
た
ア
フ
リ
カ
の
作
家
や
映
画
監
督
は
、
民
話
的
要
素
を
現
代
文
学

の
作
中
に
取
り
入
れ
、
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
で
、「
想
像
の

共
同
体
」
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
児
童
文
学
と
ア
フ

リ
カ
の
民
話
に
関
し
て
は
、Em

enyonu

他
編C

hildren’s Literature and 
Story– telling

お
よ
び
、Yenika– Agbaw, Representing Africa in C

hildren’s 
Literature

を
参
照
。
ア
フ
リ
カ
の
映
画
に
お
け
る
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ

ン
作
品
に
関
し
て
は
、C

ham
, “O

ral Traditions, Literature, and 
C

inem
a in Africa”

を
参
照
。

４  
W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

は
の
ち
に
、
他
の
ア
ー
デ
マ
作
品
と
共
に

映
像
化
さ
れ
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
同
じ
出
版
社
か
ら
発
売
さ
れ
て
い
る
。
短
い

動
画
と
し
て
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
各
話
と
も
原
作
を
ほ
ぼ
忠
実
に

再
現
し
て
お
り
、
紙
媒
体
の
作
品
か
ら
の
大
き
な
変
更
点
は
見
ら
れ
な
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い
が
、W

ho’s in Rabbit’s H
ouse?

で
は
異
時
同
図
法
が
映
像
で
も
効
果

的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
映
像
を
観
る
と
、
こ
の
手
法
が
紙
面
で
登
場

人
物
の
動
き
を
再
現
す
る
の
に
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
感
じ
ら

れ
る
。

5  

デ
ィ
ロ
ン
夫
妻
は
の
ち
に
日
本
を
舞
台
に
し
た
作
品
キ
ャ
サ
リ
ン
・

ペ
イ
タ
ー
ソ
ン
（K

atherine Paterson

）
著Th

e Tale of the M
andarin 

D
ucks ( Puffi

n, 1990)
に
、
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
や
滑
稽
本
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
挿
絵
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
の
伝
統
的
画
法
に
造

詣
が
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
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