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羞
恥
す
る
「
私
」

牧
野
伯
一

の
初
期
作
品
に
つ
い
て

(I) 

牧
野
信
ー
に
は
、
二
つ
の
処
女
作
パ
か
存
在
す
る
。
「
関
戦
勝
仏
」
（
大

9
「
十
三
人
」

10
月
号
）
「
爪
」
（
大

8
「
+
―
―
一
人
」

12
月
号
）
が
そ
れ

て
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
作
品
は
、
処
女
作
の
持
つ
重
要
性
に
則

し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
牧
野
研
究
史
の
中
で
、
不
当
に
無
視
さ
れ
て
来
た

と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
次
の
二
点
が
挙

げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
牧
野
信
一
に
関
ー
す
る
本
格
的
な
論

2
 

考
の
塙
矢
と
な
っ
た
、
山
本
健
吉
氏
の
「
牧
野
信
一
」
以
が
「
牧
野
信
一
の

文
学
は
、
彼
が
自
嘲
的
に
言
っ
た
よ
う
に
、
父
を
売
る
こ
と
恥
ら
始
ま
っ
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た
」
と
い
う
冒
頭
を
も
っ
て
開
陳
さ
れ
て
以
来
、
前
期
小
説
心
中
で
、
「
父

を
売
る
子
」
に
代
表
さ
れ
る
「
父
母
も
の
」
の
み
が
重
要
視
さ
れ
て
き
た

こ
と
。
第
一
一
に
、
二
つ
の
作
品
の
う
ち
「
爪
」
が
、
叔
母
の
家
に
寄
寓
す

る
青
年
の
従
妹
へ
の
屈
折
し
た
思
慕
を
描
い
た
心
理
小
説
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
「
闘
戦
勝
仏
」
が
「
西
遊
記
」
を
舞
台
に
し
た
一
種
の
翻
案
小
説

で
あ
り
、
両
者
に
共
通
性
が
見
い
出
し
難
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
文
学
的
完
成
度
か
ら
見
て
、
「
闊
戦
勝
仏
」
に
せ
よ
、
「
爪
」

武

田

恰

明

に
代
表
さ
れ
る
一
連
の
「
純
吉
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
に
せ
よ
、
牧

野
の
前
期
の
小
説
は
ひ
と
し
な
み
に
凡
開
で
あ
る
。
し
か
し
私
見
で
は
、

牧
野
の
前
期
は
昭
和
二
年
の
「
西
瓜
喰
ふ
人
」
の
出
現
ま
て
の
長
い
習
作

期
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
中
期
以
降
の
作
品
て
は
容
易
に
探
る
こ
と
の
で
き

な
い
牧
野
文
学
の
最
も
根
源
的
基
本
的
な
性
格
を
垣
間
見
る
こ
と
が
て
き

る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
二
つ
の
処
女
作
は
、
以
後
展
開
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
作
品
世
界
の
多
く
の
要
素
を
胚
胎
し
た
、
処
女
作
の
名
に
ふ
さ
わ

し
い
作
品
だ
と
言
え
よ
う
。
以
下
本
稿
で
は
、
「
闘
戦
勝
仏
」
「
爪
」
の

二
つ
の
処
女
作
と
、
大
正
九

I
十
一
年
に
書
き
続
け
ら
れ
た
「
爪
」
と
ほ

ほ
同
設
定
の
「
純
吉
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
を
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
の

作
品
に
共
通
す
る
構
磁
を
抽
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
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(2) 

牧
野
の
処
女
作
に
共
通
す
る
構
造
を
考
え
る
際
に
、
量
要
な
示
唆
を
与

え
て
く
れ
る
の
は
、
谷
崎
潤
一
郎
と
い
う
作
家
の
存
在
で
あ
る
。
牧
野
が
、

い
か
な
る
作
家
或
い
は
作
品
か
ら
影
圏
を
受
け
て
い
る
の
か
は
諸
説
が
あ



り
、
ま
た
影
響
関
係
を
ひ
と
り
の
作
家
、
ひ
と
つ
の
作
品
に
限
定
し
て
し

ま
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
で
も
谷
崎
の
影
響
は
、
二
つ

の
処
女
作
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
「
闘
戦
勝
仏
」

は
谷
崎
の
「
麒
麟
」
（
明

43
「
新
思
潮
」

12
月
号
）
の
、
「
爪
」
は
同
ー
じ4

 

く
「
悪
魔
」
（
明

45
「
中
央
公
論
」

2
月
号
）
の
模
倣
な
の
で
あ
る
。
犀
い

え
ば
、
「
闘
戦
勝
仏
」
は
中
国
古
典
に
材
を
得
て
い
る
点
で
「
麒
麟
」
と

一
致
す
る
。
「
爪
」
は
「
叔
母
の
家
に
寄
寓
す
る
青
年

I

そ
の
家
の
従

妹
ー
青
年
の
娘
に
対
す
る
被
虐
的
な
愛
情
」
と
い
う
設
定
に
お
い
て
「

悪
魔
」
と
一
致
す
る
。
史
に
言
え
ば
、
「
悪
魔
」
に
登
場
す
る
「
照
子
」

と
い
う
従
妹
の
名
前
は
、
「
純
吉
も
の
」
の
中
の
幾
つ
か
の
小
説
の
中
で

も
、
同
じ
く
従
妹
の
名
前
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
何
よ
り
も
類
似
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
と

も
に
「
美
」
を
中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
闘
戦
勝
仏
」

に
お
い
て
、
主
人
公
の
孫
悟
空
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
せ
め
て
私
の
卑
し
い
悲
し
み
に
、
あ
は
れ
な
喜
び
を
典
へ
た
い
が
た

め
に

I

醜
い
悪
魔
共
を
征
服
し
て
、
私
よ
り
美
し
い
凡
て
の
人
間
を

救
っ
て
来
た
の
で
す
。
若
し
悪
魔
の
方
が
よ
り
美
し
ー
か
っ
た
ら
決
し
て
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私
は
彼
達
の
敵
と
な
ら
な
か
っ
た
で
御
座
い
ま
せ

~
2
1

悟
空
の
行
動
を
規
定
す
る
も
の
は
、
倫
理
や
道
徳
と
い
っ
た
価
値
規
範
で

は
な
く
、
対
象
が
美
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
主
観
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
大

智
大
勇
と
非
凡
な
妖
術
を
有
し
な
が
ら
」
何
故
に
「
余
か
如
き
力
量
も
な

＜
妖
術
も
弁
へ
ぬ
小
法
師
に
従
う
て
ゐ
る
の
か
」
と
い
う
玄
罪
の
問
に
対

し
て
も
、
唯
玄
屏
の
美
し
い
容
貌
が
羨
し
く
、
そ
れ
を
眺
め
る
こ
と
が
唯

一
の
快
楽
で
あ
る
か
ら
だ
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
悟
空
の
徹
底
し

た
「
美
」
へ
の
自
己
投
企
は
、
「
美
」
を
絶
対
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ

れ
を
希
求
し
て
や
ま
な
い
谷
崎
文
学
の
男
性
主
人
公
の
延
長
に
位
置
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
処
女
作
「
爪
」
に
も
谷
崎

文
学
の
影
瞬
は
如
実
に
覗
い
得
る
。

「
今
ま
で
大
概
の
場
合
、
彼
は
追
子
に
敵
は
な
か
っ
た
。
如
何
に
不
機

嫌
に
、
道
子
を
叱
り
飛
ば
し
て
居
て
も
、
そ
れ
以
上
冷
酷
な
道
子
の
態

度
に
接
す
る
と
、
一
撃
の
下
に
敗
け
て
し
ま
っ
た
。
ー
さ
う
し
て
道

子
の
華
や
か
な
世
界
に
引
き
込
ま
れ
な
が
ら
、
直
子
が
彼
に
浴
び
せ
た

冷
笑
に
、
彼
は
却
っ
て
追
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
巾
が
多
か
っ
た
。
」

主
人
公
で
あ
る
彼
は
、
「
美
」
の
所
有
者
で
あ
る
道
子
に
翻
弄
さ
れ
、
反

控
を
覚
え
な
が
ら
も
ど
う
し
よ
う
も
な
く
道
子
に
魅
入
ら
れ
て
ゆ
く
。
被

虐
的
性
格
す
ら
覗
え
る
彼
と
従
妹
と
の
関
係
は
、
谷
崎
の
「
悪
魔
」
の

t

人
公
佐
伯
と
従
妹
照
子
の
間
係
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て
み
せ
た
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
、
牧
野
の
処
女
作
に
見
ら
れ
る
谷
崎
の
膨
響
は
、
牧
野
が
資
質

と
し
て
浪
曼
主
義
的
要
素
を
多
分
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す

る
。
通
常
牧
野
文
学
は
二
期
に
区
分
さ
れ
、
前
期
私
小
説
、
中
期
の
幻
思

的
性
格
の
強
い
小
説
を
経
て
、
後
期
に
私
小
説
に
回
帰
し
て
い
っ
た
と
さ

れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
見
取
り
図
に
従
え
ば
、
私
小
説
期
に
あ
た
る
前

期
に
、
し
か
も
文
学
的
出
発
期
に
、
耽
美
的
と
も
呼
べ
る
要
素
を
提
出
し

て
い
る
事
実
は
、
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
二

つ
の
処
女
作
に
共
通
す
る
性
格
が
「
耽
美
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
決

し
て
意
味
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
谷
崎
の
作
品
と
の
対
比
に
よ
っ

て
照
ら
し
出
さ
れ
た
一
要
素
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
対
比
は
ま
た
同
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時
に
対
照
を
も
き
わ
だ
た
せ
る
。
処
女
作
に
お
い
て
牧
野
の
筆
は
、
「
美
」

を
描
く
と
同
等
に
、
或
い
は
そ
れ
以
上
に
、
「
醜
」
を
描
き
出
し
て
い
る
。

「
私
は
犬
と
同
様
な
の
で
す
。
な
ま
じ
猿
が
通
力
な
ど
を
得
た
こ
と
が
、

却
っ
て
異
様
な
醜
さ
を
赤
裸
に
し
た
や
う
な
も
の
で
す
。
」

そ
も
そ
も
孫
悟
空
と
い
う
存
在
自
体
が
、
猿
で
あ
り
な
が
ら
人
語
を
話
し
、

人
間
以
上
の
通
力
を
持
つ
と
い
う
不
思
議
な
存
在
で
あ
る
。
牧
野
が
「
西

遊
記
」
を
選
ん
だ
理
由
は
、
こ
の
悟
空
の
存
在
の
特
殊
性
に
あ
ろ
う
が
、

作
品
化
す
る
に
あ
た
っ
て
牧
野
は
ひ
と
つ
の
設
定
を
付
加
し
て
い
る
。
悟

空
を
、
己
れ
が
猿
で
あ
る
こ
と
を
常
に
認
識
し
続
け
る
、
つ
ま
り
己
れ
が

「
醜
」
で
あ
る
と
認
識
す
る
も
の
と
し
て
設
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
闘
戦
勝
仏
」
と
は
孫
悟
空
の
功
徳
を
讃
え
て
、
彼
に
与
え
ら
れ
た
戒
名

な
の
だ
が
、
牧
野
の
付
加
に
よ
り
、
作
品
名
そ
の
も
の
が
悟
空
の
存
在
と

同
様
に
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
美
」
で
あ
る
他
者
と
「
醜
」
で
あ
る
自
己
。
主
人
公
の
意
識
は
、
絶

え
ず
他
者
と
自
己
の
間
を
往
復
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
度
に
立
ち
現
わ
れ

る
主
人
公
の
箔
恥
心
。
結
論
か
ら
言
う
な
ら
、
こ
の
「
羞
恥
の
構
造
」
と

で
も
呼
ぶ
べ
き
構
造
こ
そ
、
牧
野
の
処
女
作
に
共
通
す
る
性
格
で
あ
り
、

牧
野
文
学
の
根
底
に
存
在
す
る
構
造
な
の
で
あ
る
。

確
か
に
箔
恥
と
は
、
人
間
共
通
の
一
時
的
な
感
情
に
過
ぎ
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
対
人
恐
怖
症

(
a
n
t
h
r
o
p
o
p
h
b
i
a
)

が
ひ
と
つ
の

「
病
」
で
あ
る
よ
う
に
、
時
と
し
て
荒
恥
が
、
人
間
の
行
動
・
思
考
の
様

式
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
堀
切
直
人

氏
が
「
牧
野
信
一
と
い
う
作
家
に
は
、
生
来
、
対
人
恐
怖
、
外
界
恐
怖
の

6
 

気
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
よ
う
だ
「
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
牧
野
が
「
ょ

り
箔
恥
す
る
人
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
牧
野
文
学
に
お
い
て
も
差
恥
は
重

要
な
意
味
を
荷
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
無
論
、
右
の
こ
と
を
判
断
す
る

材
料
と
し
て
は
、
作
品
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
以
下
、
具
体

的
な
作
品
の
検
討
に
う
つ
ろ
う
。

(3) 

内
沼
幸
雄
氏
は
対
人
恐
怖
を
主
と
）
し
て
「
赤
面
恐
怖
・
視
線
恐
怖
・
表

7
 

情
恐
怖
」
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
~
ま
た
作
田
啓
一
氏
ょ
「
あ
ら
ゆ
る

ぃ`＂8
 

注
視
は
羞
恥
の
前
提
な
い
し
は
必
要
条
件
と
な
っ
て
く
る
「
と
も
指
摘
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
‘
羞
恥
或
い
は
対
人
恐
怖
が
「
視
線
」
と
密

接
な
関
係
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
対
人
恐
怖
と

は
「
己
れ
の
顔
を
他
者
に
見
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
羞

恥
」
と
い
う
図
式
で
語
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
右
の
図
式
は
同

時
に
「
闘
戦
勝
仏
」
の
基
本
的
な
図
式
で
も
あ
る
。

「
闘
戦
勝
仏
」
に
お
け
る
「
美
ー
醜
」
の
二
項
対
立
は
、
詳
し
く
見
れ

ば
「
美
」
「
醜
」
そ
れ
ぞ
れ
が
広
が
り
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
つ
ま
り
幾
つ
か
の
異
な
る
タ
イ
プ
の
美
醜
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
最
も
中
心
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は

「
醜
貌
」
「
美
形
」
等
の
語
に
代
表
さ
れ
る
容
貌
を
め
ぐ
る
美
醜
の
対
立
で

あ
る
。
例
え
ば
、
作
品
の
冒
頭
、
玄
弊
は
悟
空
の
言
動
の
矛
盾
を
笑
う
の

で
あ
る
が
、
悟
空
は
そ
の
笑
い
を
「
こ
の
猿
奴
の
悲
し
む
顔
付
き
が
可
笑

し
う
て
お
笑
ひ
に
な
る
の
で
御
座
い
ま
す
か
」
と
、
己
れ
の
醜
貌
に
対
す

る
笑
い
で
あ
る
と
受
け
止
め
る
。
作
品
を
通
じ
て
、
悟
空
が
抱
き
続
け
る
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の
は
、
己
れ
の
頻
を
怖
れ
ら
れ
笑
わ
れ
る
こ
と
へ
の
強
追
観
念
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
反
作
用
と
し
て
「
美
し
い
眼
、
麗
は
し
い
顔
、
黒
い
毛
の

一
本
も
な
い
真
色
い
お
姿
、
整
っ
た
五
体
」
を
持
つ
玄
罪
を
、
悟
空
は
強

く
憧
憬
す
る
。

こ
の
「
自
分
は
醜
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
初
発
と
し
、
「
醜
で
あ
る

が
故
に
美
を
憧
憬
す
る
↓
美
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
自
分
の
醜
が
顕

在
化
す
る
↓
自
分
は
醜
で
あ
る
と
再
認
識
す
る
」
と
展
開
す
る
一
連
の

意
識
の
運
動
は
、
始
点
と
終
点
の
認
識
を
比
較
し
て
み
た
也
合
、
後
者
が

一
度
「
美
」
へ
接
近
し
た
後
だ
け
に
、
よ
り
強
く
「
醜
」
で
あ
る
と
忍
識

す
る
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
運
動
が
続
け
ら
れ
る
限

り
、
「
美
」
「
醜
」
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
、
単
に
「
容
貌
」
に
の
み
と

ど
ま
ら
ぬ
多
様
な
美
醜
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
作
に
お
け
る
「
美

ー
醜
」
の
多
隣
構
造
の
所
以
で
あ
る
。

今
、
右
の
「
よ
り
強
く
美
を
憧
憬
す
る
こ
と
」
と
「
よ
り
強
く
醜
で
あ

る

l
c認
識
す
る
こ
と
」
を
柳
沢
孝
子
氏
の
「
牧
野
信
一
•
父
母
の
問
題
←

，
 

‘ー二
]
で
の
用
語
を
借
り
て
、
前
者
を
「
イ
テ
ァ
憧
憬
」
後
者
を
「
偽
悪
化
」

（
 

と
呼
ぶ
と
す
る
な
ら
、
イ
デ
ア
怖
憬
に
よ
っ
て
「
美
」
は
次
の
よ
う
な
抽

象
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。

「
こ
の
国
は
不
思
議
な
国
な
の
で
あ
っ
た
。
白
い

JII
、
緑
の
山
、
年
中

睛
れ
渡
っ
た
青
い
空
…
•
•
•
囀
る
小
鳥
の
赤
い
翼
、
水
底
の
青
い
砂
に
踊

る
小
魚
の
白
い
腹
」

玄
罪
一
行
が
訪
れ
た
、
「
世
に
も
稀
な
美
し
い
国
」
朱
紫
国
の
風
景
描
写

で
あ
る
。
牧
野
の
筆
の
拙
さ
や
作
品
の
持
つ
お
伽
噺
的
性
格
を
考
慮
す
る

に
し
て
も
、
類
型
的
で
あ
り
現
実
味
を
帯
び
な
い
書
割
の
風
景
の
よ
う
て

あ
る
と
い
う
感
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
玄
罪
達
の
「
夢
だ
、

夢
だ
、
炒
で
な
け
り
や
こ
ん
な
鹿
は
し
い
可
隣
な
国
の
あ
ろ
う
竿
い
が
無
し
」

「
景
色
は
絵
よ
り
も
綺
脆
だ
し
、
其
処
に
住
む
人
々
が
ま
た
人
形
よ
り
小

心
で
美
し
い
し
」
と
い
う
表
現
に
も
共
通
す
る
。
つ
ま
り
美
の
象
徴
と
し

て
描
か
れ
る
朱
紫
国
は
、
「
夢
」
「
絵
」
「
人
形
」
の
語
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
現
実
的
な
美
か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
一
種
の
箱
庭
的
世
界
な
の
て
あ

る
。
こ
の
美
の
抽
象
化
が
最
も
明
瞭
に
見
ら
れ
る
の
は
、
美
の
究
極
と
し

て
扱
わ
れ
る
朱
紫
国
の
国
王
と
咆
后
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
あ
は
れ
な
悟
空
の
想
像
で
は
、
こ
の
美
し
い
手
を
透
し
て
王
の
美
し

さ
を
想
ふ
こ
と
は
到
底
望
ま
れ
ぬ
こ
と
だ
っ
た
。
悟
空
の
耽
美
の
心
の

最
後
の
形
式
て
す
ら
、
王
の
指
先
に
す
ら
及
ん
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
」「

王
の
指
先
の
美
に
打
た
れ
て
そ
れ
以
上
の
美
し
さ
を
想
像
す
る
こ
と

の
出
来
な
か
っ
た
想
像
で
、
ど
う
し
て
皇
后
の
美
し
さ
を
想
ふ
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ら
う
」

美
の
最
裔
形
態
で
あ
る
二
人
は
悟
空
の
想
像
を
超
越
し
て
い
る
と
同
時
に
、

作
品

ltl
で
も
殆
ど
具
体
的
に
描
写
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
「
美
形
」
に
始
ま

る
「
美
」
の
極
は
、
そ
の
美
し
さ
が
増
す
に
つ
れ
て
（
悟
空
か
ら
遠
ざ
か

る
に
つ
れ
て
）
具
象
的
な
実
体
が
朧
化
し

IT
ゆ
く
。
「
固
有
名
詞
と
い
う

。

現
実
の
姿
を
と
っ
た
時
、
幻
想
は
破
れ
る
「
と
い
う
柳
沢
孝
子
氏
の
言
葉

の
通
り
、
牧
野
文
学
に
お
い
て
、
美
で
あ
る
こ
と
の
必
要
条
件
は
抽
象
性

が
高
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

-66 -



こ
の
よ
う
な
牧
野
の
抽
象
的
な
美
へ
の
憧
憬
は
、
そ
の
対
象
が
抽
象
的

ヘ
ル
ロ
フ
ロ
デ
ィ
ト
ス

で
あ
る
が
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
両
性
具
有
的
人
物
を
造
形
し
て
ゆ
く
。

「
こ
の
国
の
人
々
は
凡
て
、
男
と
女
の
区
別
が
決
し
て
出
来
な
い
程
美

し
く
優
し
く
い
づ
れ
も
夢
の
国
の
人
々
の
如
く
に
色
が
白
く
て
小
胆
な

の
で
あ
る
」

「
道
端
に
立
ち
並
ん
だ
巴
旦
杏
樹
の
蔭
に
慄
へ
て
ゐ
る
女
の
や
う
な
男

や
、
朱
欄
の
階
楼
に
蒼
然
と
し
て
立
疎
ん
で
居
る
美
し
い
戦
士
」

「
ど
ち
ら
が
王
で
ど
ち
ら
が
皇
后
で
あ
る
か
決
し
て
見
分
け
の
つ
か
ぬ

程
美
し
い
と
こ
ろ
の
恋
人
同
士
」

牧
野
の
美
意
識
下
に
女
性
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
正
確
に
言
う
な
ら

現
実
的
で
あ
り
肉
感
的
な
女
性
は
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
牧
野
の

独
特
な
女
性
像
に
つ
い
て
は
、
牧
野
の
デ
ィ
ア
ナ
崇
拝
と
い
う
一
種
の
イ

デ
ア
憧
憬
を
中
心
に
し
て
論
氾
た
、
種
村
季
弘
氏
の
卓
越
し
た
論
考
「
牧

野
信
一
ー
母
か
ら
の
逃
走
〕
が
存
在
す
る
の
で
、
こ
こ
で
の
詳
述
は
避

け
る
が
、
「
ボ
ク
」
と
い
う
一
人
称
を
用
い
男
装
す
る
外
人
娘
、
馬
を
自

図

在
に
操
る
青
野
の
妹

r或
い
は
女
言
葉
を
し
ゃ
べ
り
裁
縫
の
得
意
な
義
弟

等
、
牧
野
文
学
に
し
き
り
と
登
場
す
る
こ
れ
ら
両
性
具
有
的
人
物
が
、
早

く
も
そ
の
処
女
作
に
原
型
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き

こ
ヽ
。

f
しで

は
、
翻
っ
て
「
醜
」
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
か
。
容
易
に

想
像
で
き
る
の
は
、
「
醜
貌
」
で
あ
る
と
い
う
劣
等
意
識
が
嵩
じ
る
こ
と

に
よ
り
、
単
に
「
醜
貌
」
と
い
う
身
体
的
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
醜
」

で
あ
る
自
己
そ
の
も
の
の
存
在
否
定
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
こ
と

で
あ
る
。

「
全
く
俺
は
嘘
は
つ
い
た
事
は
な
い
、
が
結
果
は
い
つ
も
俺
の
心
と
反

対
な
も
の
と
な
っ
て
他
人
に
響
い
て
ゐ
る
ら
し
い
。
と
云
ふ
と
何
か
俺

に
は
腹
に
た
く
ら
み
で
も
あ
る
や
う
に
も
見
ゆ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
な

い
、
自
分
の
思
っ
て
ゐ
る
だ
け
の
事
は
常
に
他
人
に
白
状
し
て
ゐ
る
、

誤
解
さ
れ
た
と
思
っ
た
事
も
―
つ
も
な
い
。
そ
れ
だ
の
に
俺
は
常
に
悲

し
い
孤
独
ば
か
り
を
感
じ
て
ゐ
る
。
理
由
は
そ
れ
も
明
ら
か
な
の
だ
。

つ
ま
り
俺
は
僕
自
身
に
考
ふ
べ
き
―
つ
の
謎
を
も
持
つ
て
ゐ
な
い
事
を

も
嘆
い
て
ゐ
る
の
だ
。
鳴
呼
、
何
故
俺
は
山
猿
で
ゐ
な
か
っ
た
の
だ
ら

う
。
如
何
俺
は
「
妖
術
」
だ
の
「
考
へ
る
事
」
な
ど
の
自
由
を
知
つ
て

し
ま
っ
た
の
だ
ら
う
」

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
世
界
と
の
異
和
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
他
者
と

の
交
感
の
困
難
さ
で
あ
り
、
拒
ま
れ
て
あ
る
こ
と
の
孤
独
で
あ
る
。
悟
空

に
と
っ
て
「
醜
」
で
あ
る
こ
と
は
‘
存
在
価
値
の
有
無
と
い
う
形
而
上
的

な
問
題
に
ま
で
到
っ
て
い
る
。
こ
の
悟
空
の
悲
し
み
に
作
者
牧
野
の
肉
声

を
聞
き
取
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
誤
り
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
中
期
の
幻

想
的
小
説
で
あ
れ
、
後
期
の
小
説
で
あ
れ
牧
野
文
学
の
深
部
に
は
、
悟
空

が
語
っ
た
他
者
と
の
異
和
に
埜
づ
く
深
い
孤
独
の
哀
し
み
が
流
れ
て
い
る
。

唯
、
中
期
以
降
の
作
品
で
は
「
闘
戦
勝
仏
」
の
よ
う
に
哀
し
み
は
直
接
吐

露
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
荒
唐
無
稽
な
フ
ァ
ル
ス
的
要
素
や
幻
想
的
光
景
に

よ
っ
て
巧
み
に
擬
装
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
純
吉
も
の
」
の
主
人

公
達
が
一
様
に
抱
く
「
空
虚
」
「
空
漠
」
と
い
っ
た
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
イ
メ
ー
ジ
も
、
悟
空
が
抱
く
自
己
存
在
の
虚
妄
さ
の
延
長
に
位
置
す
る

と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

唯
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
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れ
ば
、
醜
さ
を
誇
張
し
が
ち
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
悟
空
は
王
の

履
の
下
に
う
づ
く
ま
つ
て
ね
ち
ね
ち
と
し
な
が
ら
（
中
略
）
眼
を
細
め
て

お
ま
け
に
魚
の
や
う
に
口
を
開
け
て
、
ぐ
っ
た
り
と
し
て
し
ま
っ
た
」
「

亀
の
子
の
や
う
に
畳
に
顔
を
厭
し
つ
け
て
し
ま
っ
た
」
「
四
肢
を
延
ば
し

極
め
て
醜
い
姿
で
だ
ら
し
も
な
く
転
げ
回
っ
た
」
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も

王
に
謁
見
し
た
際
の
悟
空
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
美
の
象
徴
で
あ
る
国
王
と

醜
の
象
徴
で
あ
る
悟
空
が
対
面
す
る
と
い
う
、

l

篇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

に
相
当
す
る
場
面
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
王
の
美
し
さ
の
描
写
に
比
し

て
、
悟
空
の
醜
さ
は
強
調
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
に
主
人

公
で
あ
る
悟
空
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
の
み
由
来
す
る
も
の

で
は
な
く
、
明
ら
か
に
作
者
の
意
図
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
醜
」
で
あ

る
も
の
は
、
徹
底
的
に
「
醜
」
と
し
て
描
く
。
こ
れ
が
作
者
の
意
図
で
あ

る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
の
意
図
の
背
後
に
は
、
悟
空
を
自
己
の
分
身
と

み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
作
者
の
自
虐
の
心
理
が
働
い
て
い
る
筈
で

あ
る
。
「
イ
デ
ァ
憧
憬
」
に
対
し
「
よ
り
強
く
醜
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ

と
」
を
「
偽
悪
化
」
と
命
名
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
闘
戦
勝
仏
」
に
お
け
る
「
美
ー
醜
」
の
―
―
項
対
立
は
、

中
心
に
「
容
貌
」
を
め
ぐ
る
「
美
ー
醜
」
が
位
饂
し
、
「
美
」
に
お
い
て

は
イ
デ
ア
と
し
て
の
美
へ
、
「
醜
」
に
お
い
て
は
自
己
存
在
の
否
定
へ
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
外
部
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
構
造
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に

こ
の
二
項
対
立
は
、
「
美
」
て
あ
る
他
者
と
「
醜
」
で
あ
る
自
己
の
間
を

絶
え
ず
往
復
運
動
す
る
意
識
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
な
る
静
止
的

ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス

な
も
の
で
は
な
く
、
緊
張
を
は
ら
ん
だ
動
的
構
造
と
し
て
理
解
で
き
る
。

こ
の
動
的
な
「
美
ー
醜
」
の
構
造
の
原
動
力
は
、
ま
さ
に
羞
恥
以
外
の
何

物
に
も
由
来
し
な
い
。

「
羞
恥
と
は
、
「
間
」
を
構
成
す
る
自
我
と
他
我
と
の
二
つ
の
契
機
の

あ
い
だ
を
揺
れ
動
く
、
陰
努
に
富
ん
だ
両
義
的
体
験
で
あ
る
」

「
羞
恥
は
自
己
羞
恥
で
あ
る
と
同
時
に
、
羞
恥
を
感
じ
さ
せ
る
柏
手
の

立
派
さ
、
偉
大
さ
、
神
聖
さ
を
も
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
両
義
性
こ
そ

が
羞
恥
の
本
質
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
己
羞
恥
の
面
に
傾
斜

し
た
場
合
は
、
済
恥
を
構
成
す
る
二
重
構
造
の
一
っ
で
あ
る
我
執
性
に

比
重
が
お
か
れ
る
。
逆

tL
‘
羞
恥
に
お
い
て
自
己
を
超
え
た
存
在
と
し

て
の
相
手
に
心
を
ひ
か
れ
て
ゆ
く
場
合
は
、
相
手
と
の
自
己
超
越
的
な

一
体
化
、
つ
ま
り
は
二
重
構
造
の
も
う
―
つ
の
胡
機
で
あ
る
没
我
性
に

比
重
が
移
し
か
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」

（
内
沼
幸
雄
「
羞
恥
の
構
造
」
前
出
）

古
語
の
「
は
づ
か
し
」
が
、
本
来
「
は
づ
か
し
」
と
惑
じ
る
屯
体
の
み
な

ら
ず
、
そ
う
感
じ
さ
せ
る
他
者
を
も
含
み
込
ん
だ
語
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

羞
恥
と
は
華
本
的
に
は
、
他
者
の
存
在
を
ま
っ
て
初
め
て
生
じ
る
懲
情
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
他
者
」
と
は
何
も
具
体
的
な
人
間
と
し

て
の
「
他
人
」
ば
か
り
を
指
す
の
で
は
な
く
、
井
上
忠
司
氏
の
言
う
「
集

団
」
で
あ
っ
て
も
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
言
う
「
も
う
一
人
の
か

3
 

一

く
あ
る
べ
き
自
己
〗
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
重
要
な
点
は
、
「
他
者
」
で
あ

る
べ
き
必
要
条
件
と
し
て
、
精
神
性
・
肉
体
性
・
倫
罪
性
等
に
お
い
て
必

ず
「
自
己
」
よ
り
優
位
に
立
つ
性
格
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
、
羞
恥
と
は
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
落
差

が
で
き
た
店
己
と
他
者
の
間
で
の
「
分
離
と
合
体
の
相
反
的
な
連
動
に
よ

4
 

一

っ
て
駆
動
〗
す
る
、
き
わ
め
て
動
的
な
意
識
構
造
だ
と
言
え
よ
う
。
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こ
の
箔
恥
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
「
闘
戦
勝
仏
」
に
お
け
る
二
項
対
立
に
そ

の
ま
ま
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
美
」
を
他
者
に
「

醜
」
を
自
己
に
置
換
し
、
「
イ
デ
ァ
憧
憬
」
「
偽
悪
化
」
を
そ
れ
ぞ
れ
内

沼
氏
の
「
没
我
性
」
「
我
執
性
」
と
い
う
語
に
置
換
す
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
、
「
闘
戦
勝
仏
」
で
考
察
し
て
き
た
「
美
ー
醜
」
の
二
項
対

立
が
実
は
「
箔
恥
の
構
造
」
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

前
章
に
お
い
て
私
は
、
牧
野
の
処
女
作
が
谷
崎
の
作
品
の
模
倣
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
模
倣
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
牧
野
の
志
向
の
問
題

で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
は
牧
野
独
自
の
作
品
世
界
を
現
出
さ
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
牧
野
と
谷
崎
の
作
家
的
力
量
の

差
異
に
で
は
な
く
、
資
質
の
差
異
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
よ
り
羞
恥
す
る
人
」
と
い
う
資
質
に
で
あ
る
。
「
闘
戦
勝
仏
」
に
耽
美

的
な
要
素
を
見
る
こ
と
も
、
「
美

I
醜
」
の
間
に
揺
れ
動
く
自
意
識
を
見

る
こ
と
も
、
無
論
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
箔
恥

を
根
底
に
牢
ん
で
い
る
の
で
あ
り
‘
羞
恥
の
構
造
の
一
面
で
し
か
な
い
の

で
あ
る
。

こ
の
羞
恥
の
構
造
は
、
初
期
作
品
に
の
み
顕
著
で
あ
っ
て
、
中
期
以
降

と
り
わ
け
昭
和
二
年
の
「
西
瓜
喰
ふ
人
」
あ
た
り
を
分
岐
点
と
し
て
作
品

か
ら
消
滅
し
て
ゆ
く
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、

そ
れ
は
牧
野
文
学
か
ら
羞
恥
と
い
う
も
の
が
消
え
去
っ
た
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
羞
恥
の
構
造
は
消
滅
し
て
も
‘
羞
恥
表
現
或
い
は
羞
恥
に
密
接
な

関
係
を
持
っ
た
要
素
は
作
品
の
い
た
る
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
処
女
作
の
重
要
性
に
つ
い
て
語
っ
た
が
、
そ
れ
は

「
闘
戦
勝
仏
」
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
牧
野
文
学
の
そ
の
後

の
展
開
を
覗
わ
せ
る
多
く
の
要
素
が
「
闘
戦
勝
仏
」
に
胚
胎
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
幾
つ
か
そ
れ
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。

「
兎
に
角
、
若
し
俺
が
こ
の
市
民
達
に
異
様
な
化
物
と
し
て
扱
は
れ
な

く
な
っ
た
ら
、
俺
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
満
足
す
る
の
だ
。
愛
さ
れ
よ
う

な
ど
と
い
ふ
自
惚
れ
は
、
す
つ
か
り
あ
き
ら
め
て
ゐ
る
、
俺
は
自
分
の

顔
を
湖
水
に
写
し
て
見
る
時
と
同
じ
ゃ
う
に
人
々
か
ら
恐
怖
さ
る
る
時

に
、
も
う
そ
れ
は
悲
し
み
證
し
た
」

悟
空
が
最
も
悲
し
み
を
感
じ
る
の
は
、
他
者
か
ら
恐
怖
を
も
っ
て
見
ら
れ

る
時
で
あ
り
、
同
時
に
「
自
分
の
顔
を
湖
水
に
写
し
て
見
る
時
」
で
あ
る
。

牧
野
文
学
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
「
鏡
」
の
モ
チ
ー
フ
が
覗
え

る
。
「
凸
面
鏡
」
「
鏡
地
獄
」
な
ど
の
作
品
名
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
ま

た
牧
野
の
代
表
作
「
鬼
涙
村
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
、
「
私
」
が
鏡
に

写
す
自
己
の
醜
貌
に
慄
然
と
す
る
光
景
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
鏡
は
常
に
在

る
が
ま
ま
の
自
己
を
写
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
醜
」
で
あ
る
自
己
と
い
う

認
識
に
立
ち
返
ら
せ
る
意
味
を
荷
っ
て
い
る
。

「
頭
布
で
顔
を
覆
は
れ
て
ゐ
る
た
め
か
赤
裸
な
大
謄
な
気
持
が
起
き
て
、

到
底
明
る
み
で
は
考
へ
る
こ
と
に
す
ら
許
さ
れ
ぬ
様
々
な
卑
し
い
空
想

に
思
ふ
様
耽
つ
て
、
舌
な
ど
出
し
た
り
し
た
—
」

悟
空
が
己
れ
の
醜
い
顔
を
隠
し
て
、
王
に
謁
見
す
る
た
め
に
王
宮
に
お
も

む
く
場
面
で
あ
る
。
先
程
の
鏡
の
モ
チ
ー
フ
同
様
、
こ
の
引
用
文
中
に
三

つ
の
モ
チ
—
フ
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
悟
空
は
他
者
の
視
線
を
遮

る
た
め
に
頭
布
を
被
っ
た
の
で
あ
る
が
、
頭
布
を
被
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
頃
圧
迫
さ
れ
続
け
て
い
た
感
情
が
一
時
的
に
と
は
い
え
解
放
さ
れ
て
い
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る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
脂
摘
で
き
る
。
第
一
は

5
 

「
ラ
ン
プ
の
明
滅
」
「
蔭
ひ
な
た
」
「
明
る
＜
暗
く
「
等
、
作
品
名
に
も
な

っ
て
い
る
「
明
暗
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
第
二
は
「
人
の
視
線
の
届
か

ぬ
、
し
か
も
こ
ち
ら
協
ら
は
一
望
の
下
に
外
界
の
総
体
を
掌
握
で
き
る
や

6
 

う
な
特
権
的
な
場
所
「
と
し
て
の
「
仁
王
門
の
裏
手
」
「
水
車
小
屋
の
屋

根
裏
部
屋
」
「
魚
見
櫓
の
て
っ
ぺ
ん
の
観
測
室
」
「
崖
の
上
の
緑
に
隠
さ

は

な

れ

れ
た
離
屋
」
等
の
「
場
所
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
総
じ
て
、
牧
野
文
学

の
主
人
公
達
は
、
昼
間
は
薄
ぐ
ら
い
し
か
し
他
者
を
一
望
の
下
に
見
る
こ

と
が
可
能
な
住
居
に
ひ
そ
み
、
夜
、
月
あ
か
り
の
中
を
居
酒
屋
を
襲
撃
に

向
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
設
定
そ
の
も
の
が
直
接
的
に
せ
よ
間
接
的
に
せ

よ
羞
恥
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
更
に
言
え
ば
、
主
人
公
達

が
常
時
携
帯
し
、
事
あ
る
た
び
に
取
り
出
し
て
は
覗
き
込
む
オ
ペ
ラ
グ
ラ

ス
・
望
遠
鏡
な
ど
の
重
要
な
小
適
具
も
「
己
れ
を
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
他

人
を
見
る
」
行
為
を
最
も
象
徴
的
に
表
わ
す
物
と
し
て
理
解
で
き
る
。

次
に
悟
空
が
人
目
を
避
け
る
た
め
に
着
用
し
た
頭
布
か
ら
は
、
第
一

l

一の

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
仮
面
」
が
導
か
れ
る
。

「
患
者
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
怖
れ
た
も
の
が
単
な
る
顔
で
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
そ
れ
は
何
の
変
哲
も
な
い
顔
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
さ
ら
に
そ
の
顔
の
本
体
を
検
討
し

t
 

て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
顔
の
本
体
と
は
、
ニ
―
日
に
し
て
い
え
ば
、
仮
面
で
あ
る
」

精
神
病
理
学
的
に
も
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
る
対
人
恐
怖
に
お
け
る
仮
面
の

概
念
と
は
、
「
表
情
恐
怖
」
と
い
う
語
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
自
己
の
顔

を
「
怒
っ
た
よ
う
な
笑
っ
た
よ
う
な
」
仮
面
で
あ
る
と
思
い
こ
む
こ
と
で

あ
る
。
牧
野
文
学
に
登
場
す
る
表
情
を
失
な
っ
た
人
物
達
も
ま
た
己
れ
の

顔
を
仮
面
に
な
そ
ら
え
る
。
例
え
ば
、
「
天
狗
洞
食
客
記
」
で
主
人
公
の

「
私
」
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
私
は
不
断
は
か
ね
が
ね
唖
の
や
う
に
無
口
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ち
か

頃
非
常
に
嵩
じ
て
、
私
は
い
つ
の
間
に
か
凡
ゆ
る
感
情
を
喪
失
し
て
ゐ

る
達
磨
で
あ
っ
た
。
私
は
、
一
体
ど
ん
な
顔
を
し
て
ど
ん
な
場
合
に
嘆

い
た
も
の
か
、
笑
っ
た
も
の
か
、
気
分
も
表
情
も
想
像
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
っ
た
。
い
つ
も
、
い
つ
ま
で
で
も
じ
つ
と
し
て
ゐ
る
ば
か
り

の
私
は
木
兎
で
あ
っ
た
。
強
ひ
て
形
容
す
る
な
ら
憤
っ
た
や
う
な
武
悪

面
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
が
、
私
に
し
て
み
る
と
寧
ろ
一
個
の
単
純
な
る

蝋
燭
で
あ
っ
た
」

「
能
面
」
「
武
悪
面
」
等
の
語
で
、
己
れ
の
頻
を
語
る

t
人
公
達
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
人
物
を
取
り
囲
む
よ
う
に
し
て
配
置
さ
れ
た
「
御
面
」

「
仮
面
舞
踏
会
」
「
御
面
師
」
等
の
モ
チ
ー
フ
°
極
言
す
れ
ば
、
牧
野
文

学
（
と
り
わ
け
後
期
）
は
、
仮
面
の
文
学
と
呼
び
得
る
程
に
「
仮
面
」
云
ム

情
」
の
占
め
る
割
合
は
大
き
い
。
ま
た
、
牧
野
が
並
み
並
み
な
ら
ぬ
興
味

を
示
し
て
い
た
「
ギ
リ
シ
ア
悲
劃
」
も
ま
た
「
仮
面
劇
」
で
あ
っ
た
こ
と

を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

以
上
の
よ
う
に
「
闘
戦
勝
仏
」
か
ら
「
鏡
」
「
明
暗
」
「
場
所
」
「
望

遠
鏡
」
「
仮
面
」
「
表
情
」
の
モ
チ
ー
フ
が
指
摘
で
き
た
。
無
論
こ
れ
ら

は
、
個
々
の
作
品
の
中
で
は
、
時
に
は
単
な
る
点
景
と
し
て
扱
わ
れ
た
り

時
に
は
中
心
的
に
扱
わ
れ
た
り
、
扱
わ
れ
方
は
様
々
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
粧
恥
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
沿
恥
の
構
造
か
ら
旅
生

し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
次
図
は
、
本
章
の
ま
と
め
の
意
味
で
、

-70 -



者他

（没我的）

己自

抽
象
的
美

美

形
醜

貌

•• 一→
イデア憧憬

恥羞

偽悪化
疇"'—--

（
空
虚
）

存
在
値
価
の
否
定

（我執的）

両性具有的人物」

見る／見られる

明暗

鏡

場所

仮面

望遠鏡

し表情

そ
の
関
係
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

14 I 

「
爪
」
を
発
表
し
た
大
正
八
年
か
ら
、
「
熱
海
へ
」
「
地
球
儀
」
等
の

「
父
母
も
の
」
小
説
を
書
き
は
じ
め
る
大
正
十
二
年
ま
で
の
約
四
年
間
、

牧
野
は
「
純
吉
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
同
内
容
の
作
品
群
を
書
き
続
け
て
い

る
町
「
爪
」
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
断
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
‘
羞
恥
の
構
造
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
一
連
の
作

品
を
総
体
的
に
把
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
々

の
作
品
間
に
、
設
定
面
・
登
場
人
物
に
お
い
て
差
異
が
あ
る
こ
と
は
当
然

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
を
無
視
し
敢
え
て
総
体
的
に
把
え
よ
う
と
す

る
の
は
、
「
純
吉
も
の
」
に
お
い
て
は
創
作
主
体
の
牧
野
と
作
品
の
関
係

が
一
様
で
あ
り
、
正
に
そ
の
関
係
の
同
一
性
に
基
づ
く
共
通
の
性
質
（
つ

ま
り
そ
れ
が
羞
恥
の
構
造
）
が
、
よ
り
容
易
に
抽
出
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

「
純
吉
も
の
」
に
共
通
す
る
性
質
と
は
、
次
の
二
点
に
集
約
で
き
る
。

第
一
は
、
羞
恥
表
現
の
氾
濫
で
あ
り
、
第
二
は
、
他
者
の
不
在
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
の
点
か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

「
密
か
に
冷
汗
を
覚
え
な
が
ら
、
他
人
に
見
ら
れ
や
し
な
い
か
と
周
り

に
気
を
配
っ
た
り
し
た
」
（
「
爪
」
）

．． 

「
彼
は
羞
恥
の
あ
ま
り
虫
の
や
う
に
心
を
縮
め
た
」
（
「
凸
面
鏡
」
）

「
蝋
燭
の
灯
か
な
ん
か
を
吹
き
消
す
や
う
に
自
分
の
肉
体
を
フ
ソ
と
何

．．． 

処
か
へ
吹
き
飛
し
て
了
ひ
た
い
程
の
羞
し
さ
を
覚
え
た
」
（
「
妄
想
患

者
」
）
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「
．．．．．． 
結
局
、
私
は
自
分
勝
手
に
テ
レ
て
、
妙
な
気
恥
し
さ
を
感
じ
た

も
の
て
、
独
り
で
妙
な
薄
笑
ひ
を
口
も
と
に
浮
べ
な
が
ら
、
む
つ
く
り

と
砂
を
彿
つ
て
立
ち
上
り
ま
し
た
」
（
「
砂
濱
」
）

引
用
文
中
傍
点
を
つ
け
た
「
羞
恥
」
「
羞
し
さ
」
「
テ
レ
て
」
「
気
恥
し

さ
」
「
冷
汗
」
の
他
に
「
ヒ
ャ
リ
と
す
る
」
「
間
が
悪
い
」
「
含
羞
ん
で
」

等
‘
羞
恥
を
表
わ
す
語
が
、
主
人
公
の
行
動
・
思
考
の
間
に
書
き
つ
け
ら

れ
る
。
加
う
る
に
、
前
章
で
述
べ
た
「
視
線
」
「
鏡
」
「
明
暗
」
「
仮
面
」

と
い
っ
た
羞
恥
に
ゆ
か
り
の
モ
チ
ー
フ
が
、
羞
恥
す
る
主
人
公
を
取
り
囲

む
様
は
、
磯
具
英
夫
氏
の
語
る
よ
う
に
「
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
売

91 

り
も
の
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
〕
と
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
沿

恥
表
現
の
氾
濫
と
て
も
呼
ぶ
べ
き
状
態
が
、
最
も
明
瞭
に
覗
え
る
の
は
「

失
題
」
（
大

10
年

1
月
「
十
三
人
」
）
て
あ
る
。
「
失
起
」
は
原
稿
用
紙

十
枚
に
も
満
た
ぬ
小
品
で
あ
る
が
、
「
彼
」
と
い
う
男
の
沿
恥
す
る
意
識

以
外
の
何
物
も
描
か
れ
て
は
い
な
い
。

．． 

「
彼
は
、
そ
の
独
言
で
、
勝
手
に
テ
レ
て

1

さ
う
し
て
ま
た
彼
は
そ

の
テ
レ
た
気
持
を
回
復
し
よ
う
と
努
め
る
た
め
に
、
梢
々
暫
く
絵
葉
書

．．． 

屋
の
前
に
立
つ
て
、
ヨ
ソ
メ
に
は
如
何
に
も
熱
心
な
絵
葉
書
の
愛
好
者

で
あ
る
が
如
く
見
ゆ
る
程
、
じ
つ
と
絵
葉
書
を
眺
め
た
」
（
傍
点
原
文
）

「
ま
た
鐙
の
処
ま
で
来
る
と
、
愉
む
や
う
に
卑
し
い
視
線
を
チ
ラ
リ
と

投
げ
た
。
と
、
彼
の
視
線
と
、
見
知
ら
ぬ
人
の
視
線
が
そ
の
中
で
出
会

っ
た
。
彼
は
慌
て
て
蹄
を
元
へ
戻
し
た
」

「
彼
」
は
幾
度
も
酒
恥
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
全
く
の
一
人
芝
居
に
過

ぎ
な
い
。
「
失
題
」
の
特
徴
の
も
う
ひ
と
つ
は
「
彼
」
以
外
、
実
質
的
な

他
者
が
登
場
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
引
用
の
後
半
は
「
視
線
」
の
み
の
他

者
て
あ
り
、
前
半
で
は
誰
も
見
て
い
な
い
に
も
拘
ら
す
勝
手
に
「
ヨ
ソ
メ
」

を
想
定
し
羞
恥
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
者
の
不
在
は
「
失
鴎
」
の
み
な

ら
ず
「
純
吉
も
の
」
全
体
に
共
通
す
る
。

大
正
十
一
年
に
書
か
れ
た
随
筆
「
努
力
の
不
足
を
痛
感
す
」
で
牧
野
は

「
武
藤
君
の
言
柔
の
う
ち
に
、
主
人
公
以
外
の
人
物
が
描
け
て
ゐ
な
い
と

い
ふ
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
期
す
る
処
が
あ
っ
て
さ
う
し
た
の
だ
が
、

さ
う
云
は
れ
る
の
も
無
理
も
な
か
っ
た
と
思
ふ
」
と
し
て
、
彼
自
身
他
者

が
十
分
書
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
「
期
す
る
処
」
と
は
、

牧
野
と
ほ
ぽ
等
身
大
の
青
年
主
人
公
の
屈
折
し
た
内
面
を
委
曲
を
尽
く
し

て
描
き
た
い
、
と
て
も
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
き
る
て
あ
ろ
う
が
、
他
者
が
描

け
て
い
な
い
理
由
は
お
そ
ら
く
そ
れ
の
み
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
羞
恥
の

構
造
に
の
っ
と
っ
て
若
え
る
な
ら
、
「
純
吉
も
の
」
に
お
け
る
他
者
の
代

表
的
存
在
で
あ
る
従
妹
が
、
「
悩
戦
勝
仏
」
に
お
け
る
他
者
に
比
べ
て
よ

り
現
実
的
に
な
っ
た
が
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
闘
戦
勝
仏
」
「
純

吉
も
の
」
と
も
羞
恥
の
構
造
が
存
在
す
る
点
で
は
一
致
す
る
が
、
前
者
ぱ

「
西
遊
記
」
と
い
う
お
伽
噺
的
空
間
を
経
る
こ
と
に
よ
り
没
我
的
側
面
て

あ
る
イ
テ
ァ
憧
憬
は
十
全
に
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
「
純
吉
も
の
」

で
は
他
者
が
現
実
的
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
た
め
に
、
イ
デ
ア

慌
憬
は
規
制
さ
れ
、
い
き
お
い
我
執
的
側
向
で
あ
る
偽
悪
化
の
方
向
が
強

01 
⑫
 

調
さ
れ
る
の
で
あ
る
「
初
め
、
他
人
を
対
照
に
し
て
自
ら
を
不
快
に
忠

っ
て
ゐ
る
う
ち
に
間
も
な
く
他
人
の
幻
は
悉
く
泊
え
て
自
ら
だ
け
が
不
快

に
な
っ
た
」
（
「
み
じ
め
な
夜
」
大

10
「
十
三
人
」

4
月
号
）
牧
野
の
五

葉
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
純
吉
も
の
」
に
お
け
る
他
者
と
は
、

主
人
公
の
醜
悪
さ
を
照
ら
し
出
す
鏡
の
役
割
で
し
か
な
い
。
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「
「
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ

3

彼
は
又
笑
っ
た
。

I
考
へ
て
見
れ
ば
其
処
に
何

の
笑
ふ
べ
き
理
由
も
な
い
。
彼
は
今
道
子
か
ら
享
け
た
痛
手
に
惑
は
さ

れ
て
、
自
分
の
敗
け
た
こ
と
を
悟
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
に
代
ふ

る
た
め
に
鷹
揚
な
笑
ひ
を
洩
ら
し
た
つ
も
り
で
や
っ
た
の
だ
が
、
全
く

道
子
に
取
っ
た
ら
敗
け
た
も
勝
っ
た
も
考
へ
て
る
訳
で
な
し
、
彼
の
笑

ひ
が
異
様
に
写
っ
た
の
は
無
理
も
な
か
っ
た
の
だ
。
ー
や
り
損
っ
た
、

と
彼
は
思
っ
た
。
」

伊
藤
整
に
よ
っ
て
「
短
い
場
面
に
、
愛
情
と
フ
ラ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
神
経
質

な
主
人
公
の
性
格
と
い
ふ
要
素
を
並

K
、
そ
れ
等
の
間
を
移
り
変
っ
て
行

く
相
を
描
い
た
立
脈
な
作
品
で
あ
る

T
と
評
価
さ
れ
た
「
爪
」
で
は
あ
る

が
、
伊
藤
の
好
意
的
な
読
み
取
り
は
視
点
を
変
え
れ
ば
、
従
妹
と
の
関

係
に
お
い
て
何
と
か
精
神
的
に
優
位
に
立
と
う
と
す
る
「
彼
」
の
、
閉
口

す
る
ほ
ど
の
自
意
識
過
剰
さ
で
あ
り
、
従
妹
の
内
面
と
は
無
関
係
に
揺
れ

動
く
「
彼
」
の
感
情
の
羅
列
で
し
か
な
い
と
も
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
他
者
の
不
在
は
、
羞
恥
に
お
い
て
も
実
質
的
な
他
者
を
必

要
と
し
な
い
「
自
己
へ
の
か
え
り
み

(
R
尉
h
各
n
d
u
n
g
a
u
f 
e
 in 

S
e
l
b
s
t
)

」
と
呼
ば
れ
る
現
象
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
典
型
的
な
例
は
、

「
失
題
」
の
中
の
一
人
で
箔
恥
す
る
主
人
公
が
そ
れ
に
当
る
。
マ
ッ
ク
ス

・
シ
ェ
—
ラ
ー
の
唱
く
「
自
己
へ
の
か
え
り
み
〗
と
は
、
本
来
「
か
く
あ

る
べ
き
自
己
」
と
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
「
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
」
と

の
落
差
に
よ
っ
て
生
じ
る
羞
恥
を
、
自
己
が
「
見
つ
め
る
他
者
」
の
存
在

を
仮
構
し
、
つ
ま
り
他
者
に
な
り
変
わ
っ
て
自
身
を
見
つ
め
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
見
る
私
ー
見
ら
れ
る
私
」
と
い
う
風
に
私
を
分
立

す
る
の
で
あ
る
。

「
一
刻
も
早
く
家
へ
帰
り
度
い
気
持
と
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
ど
こ
か

へ
行
っ
て
見
度
い
と
い
ふ
気
持
（
中
略
）
そ
の
朧
ろ
げ
な
二
つ
の
気
持

を
「
空
漠
」
と
し
た
白
さ
が
濡
紙
の
や
う
に
フ
ワ
リ
と
覆
っ
て
、
つ
ま

り
彼
は
そ
の
三
つ
の
心
を
蔵
し
て
歩
い
て
ゐ
た
」
（
「
失
題
」
）

「
こ
の
二
つ
の
気
持
が
重
い
煙
り
の
や
う
に
頭
の
中
で
滑
巻
い
て
ゐ
る

の
を
、
も
う
一
ツ
別
の
冷
い
気
持
が
傍
観
し
て
居
た
」
（
「
白
明
」
）

「
大
体
こ
の
三
つ
の
感
情
が
紛
転
し
て
直
ぐ
に
立
ち
上
ら
う
と
も
せ
ず
、

新
し
い
煙
草
に
火
を
点
じ
て
、
然
し
明
ら
か
に
醜
く
く
弱
い
心
だ
け
に

急
変
し
て
、
静
か
に
煙
り
を
吹
い
た
。
こ
の
嫌
な
自
ら
の
心
を
傍
観
す

る
病
的
な
快
感
も
あ
っ
た
」
（
「
坂
道
の
孤
独
参
昧
」

幾
つ
か
の
相
反
す
る
感
情
の
共
存
と
、
そ
れ
ら
を
見
つ
め
る
覚
醒
し
た
意

識
。
横
光
利
一
の
「
第
四
人
称
」
と
い
う
語
を
初
彿
と
さ
せ
る
、
こ
の
複

雑
な
内
面
描
写
は
、
お
そ
ら
く
牧
野
が
方
法
的
模
索
の
果
て
に
獲
得
し
た

も
の
で
は
な
く
、
殆
ど
無
意
識
に
描
き
上
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

先
取
り
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
牧
野
文
学
に
お
い
て
私
小
説
か
ら
幻
想
小

説
へ
と
移
行
ホ
る
過
程
で
の
転
回
点
と
な
っ
た
作
品
「
西
瓜
喰
ふ
人
」
で
、

牧
野
が
提
示
し
て
見
せ
た
方
法
が
、
「
見
る
私
」
と
「
見
ら
れ
る
私
」
の

分
立
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
当
初
は
単
に
資
質
と
し
て
漠
然

と
抱
い
て
い
た
感
情
を
、
創
作
行
為
を
重
ね
て
ゆ
く
う
ち
に
牧
野
が
徐
々

に
意
識
化
し
「
私
の
分
立
」
と
い
う
方
法
に
ま
で
高
め
て
い
っ
た
の
で
は

な
い
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
次
の
機
会
に
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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(6) 

「
闘
戦
勝
仏
」
も
「
純
吉
も
の
」
も
箔
恥
の
構
造
が
存
在
す
る
点
で
は

一
致
す
る
の
だ
が
、
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
「
純
吉
も
の
」
で
は
「
闘

戦
勝
仏
」
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
二
つ
の
点
‘
羞
恥
表
現
の
氾

濫
と
他
者
の
不
在
（
お
よ
び
そ
れ
に
派
生
す
る
意
識
の
分
立
）
、
が
存
在
す
る
。

①
章
で
図
示
し
た
羞
恥
の
構
造
で
説
明
す
る
な
ら
、
「
純
吉
も
の
」
は
図

の
右
半
分
の
他
者
の
部
分
に
鏡
状
の
物
を
置
い
た
と
想
定
し
て
も
ら
え
ば

よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
闘
戦
勝
仏
」
「
純
吉
も

の
」
の
間
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
。
又
、

本
稿
で
抽
出
し
た
羞
恥
の
構
造
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
。
本
稿
の

結
論
と
し
て
、
こ
の
二
点
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

人
文
書
院
版
「
牧
野
信
一
全
集
」
に
収
め
ら
れ
た
小
説
の
中
で
、
大
正

八

i
十
一
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
は
十
六
篇
で
あ
る
。
こ
の
十
六
篇
を
検

討
し
て
み
る
と
、
主
人
公
が
「
私
」
と
な
っ
て
い
る
小
説
は
内
六
篇
、
残

り
の
十
篇
は
「
彼
」
で
あ
っ
た
り
「
純
造
」
等
の
名
前
を
持
っ
た
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
形
式
的
に
は
、
牧
野
ぱ
一
人
称
小
説
と
三

人
称
小
説
を
書
き
分
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
一
人
称
で
あ
れ
三

人
称
で
あ
れ
、
作
品
世
界
に
全
く
と
言
っ
て
よ
い
程
相
違
は
認
め
ら
れ
な

い
。
作
品
で
三
人
称
「
彼
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
視
点

は
i

人
称
「
私
」
の
時
と
同
じ
視
点
で
語
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
言
う

な
れ
ば
、
こ
の
期
の
牧
野
の
作
品
は
、
わ
ず
か
な
例
外
を
除
け
ば
、
悉
く

が
一
人
称
小
説
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
例
外
が
、
つ
ま
り
純
然
た

る
三
人
称
小
説
と
し
て
読
み
得
る
の
が
「
西
遊
記
」
を
翻
案
し
た
「
闘
戦

勝
仏
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
す
と
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
期
の
牧
野
は
主
人
公
の
造
型
に
関
し
て
全
く
虚
構
意
識
を
持
ち

合
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
「
純
吉
も
の
」
の
個
々
の
作
品
間
で

徴
妙
に
設
定
が
異
な
る
よ
う
に
、
主
人
公
の
設
定
そ
の
も
の
に
は
虚
構
を

加
え
る
余
地
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
主
人
公
の
思
考
•
感
情
・
行
動
等
の

様
式
に
つ
い
て
は
、
牧
野
自
身
の
内
面
を
あ
た
う
限
り
忠
実
に
再
現
す
る

よ
う
試
み
た
の
で
あ
る
。
作
者
と
等
身
大
の
主
人
公
を
描
こ
う
と
す
る
試

み
、
そ
こ
に
は
作
家
主
体
と
屯
人
公
の
距
離
な
ど
毛
頭
も
な
い
。
唯
一
の

例
外
と
し
て
、
「
闘
戦
勝
仏
」
に
は
「
西
遊
記
」
と
い
う
外
的
規
制
が
あ

っ
た
が
た
め
に
、
主
人
公
で
あ
る
悟
空
に
自
己
を
投
影
し
つ
つ
も
、
客
観

化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
闘
戦
勝
仏
」
の
み
が
三
人
称
小

説
で
あ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
ろ
う
。

牧
野
と
主
人
公
の
関
係
の
密
着
性
は
、
無
論
牧
野
自
身
が
意
図
的
に
生

み
出
し
た
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
。
虚
構
空
間
に
自
己
と
等
身
大
の
七
人

公
を
解
き
放
つ
試
み
は
、
一
種
の
自
己
探
究
と
も
呼
べ
る
。
牧
野
は
「
純

吉
も
の
」
に
お
い
て
そ
れ
を
繰
り
返
し
た
。
こ
の
牧
野
の
志
向
に
お
い
て

の
み
、
私
は
牧
野
の
初
期
小
説
を
私
小
説
で
あ
る
と
呼
ぴ
た
い
。
牧
野
信

一
の
個
人
史
と
「
純
吉
も
の
」
の
偏
差
な
ど
と
は
無
縁
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
た
う
限
り
自
己
の
内
面
を
主
人
公
に
投
影
す
る
と
い
う
牧

野
の
創
作
態
度
は
、
結
果
的
に
は
小
説
自
身
を
破
綻
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
牧
野
と
主
人
公
の
距
離
の
密
着
が
、
ま
さ
に
そ
の
密
着
性
に
お
い
て

資
質
と
し
て
の
羞
恥
を
作
品
中
に
現
出
せ
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
牧
野
が

自
己
を
忠
実
に
描
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
、
つ
ま
り
牧
野
と
主
人
公
の
距

離
が
近
く
な
れ
ば
な
る
程
、
箔
恥
も
よ
り
作
品
に
顕
著
に
な
る
。
「
純
吉
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も
の
」
が
、
「
闘
戦
勝
仏
」
に
比
べ
て
他
者
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
羞
恥

表
現
が
頻
出
す
る
こ
と
は
、
「
純
吉
も
の
」
が
一
人
称
小
説
で
あ
り
「
闘

戦
勝
仏
」
が
―
―
一
人
称
小
説
で
あ
る
こ
と
と
対
応
す
る
。
牧
野
と
主
人
公
の

間
に
距
離
が
保
た
れ
て
い
る
「
闘
戦
勝
仏
」
で
は
「
美
ー
醜
」
が
緊
張
関

係
を
持
ち
つ
つ
対
立
し
、
箔
恥
表
現
も
作
品
上
に
は
殆
ど
現
わ
れ
な
い
の

に
対
し
、
そ
の
距
離
が
失
な
わ
れ
る
に
つ
れ
、
「
美
」
は
脱
落
し
「
醜
」

で
あ
る
自
己
の
み
の
片
肺
飛
行
と
な
り
、
羞
恥
表
現
が
頻
出
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
牧
野
が
、
自
己
の
方
法
を
押
し
進
め
て
い
た
大
正
八

I

十
一
年
の
間
に
、
つ
い
に
一
作
も
二
つ
の
処
女
作
を
凌
ぐ
作
品
を
書
き
得

な
か
っ
た
こ
と
も
、
右
の
こ
と
と
深
く
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
牧
野
が
作

家
と
し
て
の
出
発
期
に
抱
え
込
ん
だ
、
方
法
と
作
品
の
矛
盾
と
い
う
問
題

は
、
彼
に
と
っ
て
文
学
上
の
最
大
の
試
練
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。

「
「
気
持
」
に
囚
は
れ
て
、
つ
い
そ
れ
を
あ
く
ど
く
し
て
了
ふ
の
が
い

け
な
い
」
（
「
努
力
の
不
足
を
痛
感
す
」
前
出
）

「
自
分
の
創
作
す
る
場
合
の
盛
情
は
、
い
つ
で
も
悪
い
意
味
で
の
感
傷

に
走
つ
て
し
ま
ふ
こ
と
を
顧
み
て
「
と
て
も
書
く
こ
と
な
ん
て
駄
目
だ
1

な
ど
と
思
っ
た
」
（
「
眠
い
一
日
」
）

前
者
は
、
随
筆
に
お
け
る
牧
野
自
身
の
反
省
で
あ
り
、
後
者
は
、
大
正
十

一
年
に
書
か
れ
た
小
説
中
の
主
人
公
「
純
造
」
の
発
言
で
あ
る
。
引
用
か

ら
判
断
で
き
る
の
は
、
牧
野
自
身
「
着
恥
」
と
い
う
こ
と
に
は
気
づ
い
て

い
な
い
も
の
の
、
感
情
ば
か
り
に
拘
泥
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
機
感
を

十
分
に
懲
じ
取
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

通
常
「
父
を
売
る
子
」
（
大

13
「
新
潮
」

5
月
号
）
は
牧
野
の
代
表
作

で
あ
り
、
牧
野
文
学
の
ひ
と
つ
の
転
回
点
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か

し
、
果
し
て
そ
う
言
い
切
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
ど
ん
な
意
味
で
で
も
小
説
の
や
う
な
事
柄
は
自
分
の
周
囲
に
は
決
し

て
無
い
如
く
思
っ
て
ゐ
た
の
に
、
滑
檜
な
ほ
ど
様
々
な
而
も
不
快
な
事

が
あ
る
ら
し
い
。
ー
—
彼
は
こ
ん
な
風
に
ぽ
ん
や
り
考
へ
た
り
し
た
。

そ
の
う
ち
彼
は
、
か
う
し
て
坐
っ
て
、
何
か
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
へ

た
り
し
て
ゐ
る
自
分
自
身
の
存
在
と
い
ふ
も
の
が
、
極
め
て
不
気
味
に

な
っ
て
、
終
に
は
妙
な
恥
し
さ
を
覚
え
た
」
（
「
熱
悔
へ
」
）

「
「
俺
は
親
爺
の
真
似
は
し
ね
え
ぞ
う
3

と
彼
は
更
に
口
を
歪
め
て
叫

ん
だ
。
だ
が
、
さ
う
云
ふ
と
同
時
に
心
の
隅
が
極
め
て
静
か
に
ー
お

ッ
と
、
こ
れ
は
云
ひ
過
ぎ
た
。
御
免
御
免
、
あ
っ
ぱ
れ
な
口
は
利
け
ぬ

—
な
ど
と
呟
き
な
が
ら

I

そ
し
て
た
だ
イ
イ
加
減
に
ー
ー
ま
あ
、
い

い
さ
い
い
さ
ー
と
誰
の
た
め
と
も
な
く
ほ
ッ
と
し
た
」
（
「
父
を
売

る
子
」
）

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
分
る
よ
う
に
、
「
父
母
も
の
」
小
説
に
も
初
期
と
共

通
す
る
羞
恥
の
構
造
が
存
在
す
る
。
三
好
行
雄
氏
は
「
父
を
売
る
子
」
の

右
と
同
じ
一
節
を
引
用
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
島
崎
藤

村
が
か
っ
て
〈
感
情
の
解
放
〉
と
い
う
言
葉
で
批
評
し
た
よ
う
な
、
制
御

も
抑
制
も
知
ら
ぬ
放
恣
な
感
情
の
動
き
が
、
わ
ず
ら
わ
し
い
ま
で
の
細
部

へ
の
拘
泥
を
と
も
な
っ
て
現
わ
れ
、
し
か
も
そ
の
感
情
の
動
き
に
ぴ
っ
た

り
と
附
随
し
た
自
意
識
の
点
検
に
よ
っ
て
、
ま
た
別
な
形
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

加

な
感
情
の
波
紋
が
ひ
き
だ
さ
れ
て
く
る
」
卓
見
で
あ
る
。
と
同
時
に
氏
の

分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
は
、
感
情
と
自
意
識
の
往
復
運
動

と
い
う
。
羞
恥
の
構
造
に
他
な
ら
な
い
。
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確
か
に
牧
野
の
文
壇
に
お
け
る
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
点
で
「

父
母
も
の
」
は
、
彼
の
転
回
点
と
も
言
い
う
る
。
ま
た
、
初
期
作
品
と
の

間
に
歴
然
た
る
差
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
敢
え
て
言
う

な
ら
、
「
父
母
も
の
」
は
袋
小
路
に
迷
い
込
ん
だ
牧
野
に
と
っ
て
の
突
破

口
足
り
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
純
吉
も
の
」
か
ら
「
父
母
も
の
」
へ

の
素
材
の
転
換
と
、
作
家
主
体
と
主
人
公
の
距
離
の
転
換
と
は
別
次
元
の

問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
父
母
も
の
」
に
見
ら
れ
る
羞
恥
の
構
造
ぱ
、
そ

の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

以
上
、
牧
野
の
資
質
で
あ
る
羞
恥
に
由
来
す
る
「
羞
恥
の
構
造
」
が
初

期
作
品
（
大
正
八

i
十
一
年
）
に
存
在
し
、
そ
れ
か
牧
野
文
学
に
お
い
て

最
も
根
底
に
位
閥
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。
さ
ら
に
本

章
て
述
べ
た
よ
う
に
「
父
を
売
る
子
」
に
代
表
さ
れ
る
「
父
母
も
の
」
に

も
、
そ
れ
は
波
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
、
牧
野
の
前
期
は
昭
和

二
年
の
「
西
瓜
喰
ふ
人
」
ま
で
の
長
い
習
作
期
で
あ
る
と
書
い
た
の
は
、

羞
恥
の
構
造
を
作
品
上
か
ら
消
滅
さ
せ
る
た
め
の
方
法
的
模
索
が
、
昭
和

二
年
ま
で
続
け
ら
れ
る
と
判
断
し
た
が
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
牧
野
の

羞
恥
が
資
質
と
し
て
終
生
消
え
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
中
期
に
入
っ

て
幻
想
的
と
も
呼
び
う
る
作
品
世
界
を
描
き
得
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、

次
の
論
点
は
必
然
的
に
、
牧
野
が
如
何
に
し
て
羞
恥
の
構
造
を
消
し
去
っ

た
か
、
如
何
に
し
て
「
羞
恥
す
る
私
」
を
変
容
せ
し
め
た
か
と
い
う
問
題

へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（
こ
の
項
了
）

註

m
牧
野
の
処
女
作
と
は
ど
の
作
品
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
「
評
況
牧

野
信
一
」
（
昭
4
1
.
1
2
•明
治
書
院
）
で
薬
師
寺
章
明
氏
が
指
摘
し
た

よ
う
に
複
雑
な
問
題
を
牢
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
牧
野
自
身
の
言
葉

（大

14
・
対
談
「
あ
や
ふ
や
な
こ
と
」
）
を
最
も
重
き
も
の
と
し
、
こ

の
二
作
を
処
女
作
と
し
て
扱
う
。

②
「
私
小
説
作
家
論
」
（
昭

1
8
.
8
•
実
業
之
日
本
社
）
所
収

困
本
稿
に
お
け
る
前
期
・
中
期
・
後
期
の
区
別
は
第
一
書
房
版
「
牧
野

信
一
全
集
」
の
宇
野
浩
二
の
「
解
題
」
に
準
じ
る
。
ま
た
そ
れ
と
は
別

に
初
期
と
は
大
正
八

i
十
一
年
を
指
す
こ
と
に
す
る
。

m
「
闘
戦
勝
仏
」
と
「
麒
麟
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
吉
田
熙
夫
氏
（
「
入

門
」
昭

4
2
.
7
.
「
日
本
現
代
文
学
全
集

•
7
4」
講
談
社
）
が
、
「
爪
」

と
「
悪
魔
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
柳
沢
孝
子
氏
（
「
牧
野
信
一
・
父
母

、¥
9
’

の
問
題
二
」
昭

5
3
.
7
.
「
文
藝
と
批
評
」

4
巻

10
号
）
が
、
そ
れ
ぞ

（
 

れ
言
及
し
て
い
る
。

固
以
下
、
小
説
の
引
用
は
人
文
書
院
「
牧
野
信
一
全
集
」
（
昭

50)
を

底
本
と
す
る
。

161

「
オ
ペ
ラ
グ
ラ
ス
の
中
の
ア
ル
カ
テ
ィ
ア
の
野
」
（
附

57.10.
「
水

晶
幻
想
」
沖
積
舎
•
所
収
）

1
7
1
「
箔
恥
の
構
造
」
（
昭
5
8
.
2
•紀
伊
国
屋
書
店
）
及
ぴ
「
対
人
恐

怖
の
人
間
学
」
（
昭

5
2
.
6
•
弘
文
堂
）

困
「
恥
の
文
化
再
考
」
（
昭

4
2
.
9
.
「
恥
の
文
化
再
考
」
筑
摩
書
房

•
所
収
）
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‘ー

父
母
の
問
題
こ
昭
和

5
3
.
1
.
「
文
藝
と
批
評
」

c
 

園
「
牧
野
信
一

4
巻

9
号

⑩

註

い

参

照

仰

「

国

文

学

」

昭

4
9
.
6
月
号
・
学
燈
社

⑬
牧
野
文
学
に
お
け
る
デ
ィ
ア
ナ
崇
拝
の
典
型
で
あ
る
「
青
野
の
妹
」

の
系
譜
に
連
な
る
女
性
が
「
冬
子
」
「
雪
子
」
「
百
合
子
」
と
い
っ
た

よ
う
に
「
白
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
青
野
の

家
が
「
海
棠
の
花
」
と
常
に
一
緒
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
「
闘
戦
勝
仏
」
に
お
い
て
も
、
朱
紫
国
の
宮
殿
に
は
「
沢

山
の
海
棠
の
花
」
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
。

⑬
「
羞
恥
と
羞
恥
心
」
（
昭

5
3
.
4
.
「
シ
ェ
—
ラ
—
著
作
集
・
1
5」

白
水
社
・
所
収
）

⑭
前
掲
「
羞
恥
の
構
造
」
註

m参
照

⑮

全

集

未

収

録

閥
前
掲
「
水
晶
幻
想
」
註
困
参
照

⑰
前
掲
「
対
人
恐
怖
学
の
人
間
学
」
註

m参
照

⑬
「
純
吉
も
の
」
と
同
系
列
の
作
品
は
そ
の
後
も
書
か
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
大
正
八

l
十
一
年
の
期
間
の
作
品
に
つ
い
て
の
み
対
象
と
す

る。

⑲
「
変
形
私
小
説
論
」
（
昭

3
2
.
8
.
「
文
学
」
）

⑳
偽
悪
化
の
一
例
と
し
て
「
純
吉
も
の
」
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
気

狂
い
の
叔
父
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
主
人
公
は
常
に
「
狂
気
の
血
統
」
に

お
び
や
か
さ
れ
る
。
ま
た
叔
父
よ
り
狂
人
ら
し
い
主
人
公
を
描
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
存
在
を
醜
悪
化
す
る
の
で
あ
る
。

(23) 四) (21) 

昭
2
5
.
3
•
河
出
書
房
「
現
代
日
本
小
説
大
系

4
4」
解
説

前
掲
「
箔
恥
と
羞
恥
心
」
註
⑬
参
照

「
拒
ま
れ
た
青
春
」
昭

49
「
国
文
学
」

6
月
号
学
燈
社

（
た
け
だ
の
ぶ
あ
き
）
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