
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
が
国
木
田
渡
歩
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
は
、
す
で
に
定
評
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
主
題
た
る

「
驚
異
」
の
思
想
に
つ
い
て
も
、
先
学
に
よ
っ
て
し
ば
ノ
く
Ｉ
述
べ
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
な
お
作
品
研

究
に
さ
い
し
て
論
及
す
べ
き
余
地
が
あ
る
と
思
う
。

今
、
「
驚
異
」
の
本
質
究
明
を
中
心
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
説
を

整
理
し
、
さ
ら
に
細
微
に
わ
た
っ
て
分
析
を
試
み
る
と
共
に
、
そ
の

価
値
に
論
及
し
て
、
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
の
提
起
す
る
議
論
が
、
牛
肉
か
、
馬
鈴
薯
か
、

と
い
う
対
人
生
態
度
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
題
名
が
こ
上
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
理

I

Z

濁
歩
の
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」

ｌ
特
に
「
驚
異
」
に
つ
い
て
Ｉ

一
一

独
歩
の
内
部
に
は
早
く
か
ら
浪
漫
的
な
一
面
と
現
実
的
な
一
面
と

が
共
存
し
て
い
た
。
彼
の
内
部
に
は
す
で
に
こ
の
相
対
的
な
両
面
の

素
質
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
経
歴
に
は
、

こ
れ
ら
が
こ
も
八
１
頭
を
差
げ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。

独
歩
の
浪
漫
の
表
州
は
ま
づ
信
仰
と
文
学
と
に
見
ら
れ
る
。
彼
が

は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
に
接
し
た
の
は
、
明
治
二
十
二
年
冬
頃
、
友

人
に
連
れ
ら
れ
て
麹
町
一
番
町
の
教
会
へ
行
っ
た
時
で
あ
る
。
同
二

十
四
年
一
月
四
日
同
教
会
で
受
洗
し
、
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
の
幹
事

と
な
っ
て
、
神
の
道
を
求
め
た
。
そ
の
後
の
信
仰
の
経
移
に
つ
い
て

は
、
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
（
二
十
六
年
二
月
四
日
’
三
十
年
五
月
十
八
日
）

想
を
追
う
か
、
現
実
を
追
求
す
る
か
の
議
論
に
、
岡
本
誠
夫
を
除
く

諾
人
物
は
、
い
づ
れ
も
現
実
主
義
へ
の
賛
意
を
表
明
し
て
い
る
。
本

節
で
は
こ
の
問
題
を
独
歩
内
部
の
浪
漫
と
現
実
と
い
う
面
か
ら
採
り

上
げ
て
み
よ
う
。 芦

谷
信F
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を
は
じ
め
、
書
簡
・
諸
作
品
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
》
宗
教
観

に
後
述
の
ご
と
き
屈
折
を
示
し
て
は
い
る
が
、
結
局
彼
は
ク
リ
ス
チ

ャ
ン
と
し
て
死
に
臨
ん
だ
。
四
十
一
年
五
月
十
九
日
植
村
牧
師
は
独

歩
を
茅
ヶ
崎
南
湖
院
の
死
の
病
床
に
見
舞
い
、
最
後
の
訓
戒
を
与
え

た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
日
清
戦
争
前
後
の
わ
が
国
浪
漫
主
義

文
学
に
と
っ
て
精
神
的
背
景
を
な
す
と
共
に
、
「
新
し
く
自
我
に
目

醒
め
か
け
た
青
春
の
詩
心
に
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
香
り
を
ょ
ぴ
さ
ま

（
丁
上
〕

す
芸
術
的
な
雰
囲
気
」
を
提
供
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
こ
の
こ
と
は

透
谷
に
お
い
て
最
も
明
ら
か
で
あ
る
。
）
独
歩
は
ま
た
、
予
言
者
的
風
格

を
も
っ
て
時
局
を
論
じ
、
実
利
主
義
を
難
じ
て
「
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ

（
切
間
）
（
理
Ｊ
）

テ
の
理
想
主
義
に
共
鳴
し
た
」
カ
ー
ラ
イ
ル
や
、
「
自
然
の
た
め
に
」

（
〃
性
）

「
自
然
の
美
と
人
間
の
神
秘
な
結
び
つ
き
を
歌
っ
た
』
ワ
ー
ヅ
ワ
ー

（
一
り
）

ス
を
愛
読
し
て
、
彼
の
文
芸
精
神
に
血
肉
化
し
た
の
で
あ
る
。
信
仰

と
文
学
は
独
歩
の
浪
漫
精
神
の
表
出
で
あ
っ
た
。

『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
に
は
岡
本
と
上
村
の
青
年
時
代
に
お
け
る
北
海

道
熱
を
彼
等
の
理
想
主
義
を
示
す
事
実
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

（
〈
。
）

は
独
歩
「
自
身
の
実
歴
で
、
空
知
川
の
岸
辺
は
此
実
歴
の
実
証
で
あ
」

（
ヴ
６
〉

り
、
上
村
の
言
葉
に
は
そ
の
反
映
が
う
か
が
わ
れ
る
。
岡
本
が
そ
の

愛
す
る
少
女
と
北
海
道
の
生
活
を
空
想
し
て
、
語
り
合
う
の
が
「
何

ろ
の
は
、

よ
り
の
楽
」
し
み
で
あ
り
、
そ
の
想
像
の
ア
メ
リ
カ
風
の
家
か
ら

「
澄
ん
だ
声
で
歌
ふ
女
の
唱
歌
を
響
か
し
た
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い

独
歩
が
信
子
と
北
海
道
に
愛
の
巣
を
営
も
う
と
し
た
事
実

独
歩
の
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』

l

■

（
虚
ひ
）

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
信
子
は
「
唱
歌
を
よ
く
し
’
帆
」
「
唱
歌
の

（
Ｑ
》
）

達
人
」
で
あ
っ
た
。

以
上
の
ご
と
き
一
面
の
経
歴
は
彼
の
浪
漫
的
性
情
を
示
し
て
い
る
。

他
面
、
彼
が
常
に
現
実
的
生
活
の
渦
中
に
身
を
置
い
て
い
た
事
実

は
、
そ
の
現
実
的
な
性
格
を
実
証
す
る
。
彼
は
青
年
期
及
び
壮
年
期

の
大
半
を
新
聞
記
者
と
し
て
過
ご
し
た
。
特
に
徳
富
蘇
峰
の
国
民
新

聞
社
か
ら
は
、
日
清
戦
争
従
軍
記
者
と
し
て
千
代
田
に
乗
艦
し
て
、

『
愛
弟
通
信
』
を
紙
上
に
送
っ
て
い
る
。
ま
た
二
十
六
年
金
森
通
倫

（
、
）

の
自
由
新
聞
入
社
の
か
げ
に
は
政
界
進
出
へ
の
意
図
が
う
か
が
わ
れ
、

三
十
四
年
に
は
星
亨
の
民
声
新
聞
社
編
輯
長
の
地
位
か
ら
代
議
士
た

ら
ん
と
し
て
、
母
の
郷
里
銚
子
地
方
に
運
動
し
た
が
、
議
会
が
開
散

を
免
れ
た
た
め
、
彼
の
希
望
は
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
記
者
生

活
、
砲
煙
弾
雨
の
下
を
く
ぐ
っ
て
の
報
道
、
政
界
進
出
の
準
備
Ｉ

鼎
独
歩
は
キ
リ
ス
ト
教
や
文
学
に
浪
漫
的
性
情
を
示
す
反
面
、
常

に
現
実
的
な
仕
事
に
も
と
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
し
ば
し

ば
事
業
に
没
頭
し
た
。
二
十
七
年
に
は
佐
伯
で
印
刷
事
業
を
計
画
し

て
お
り
、
三
十
五
年
に
は
矢
野
龍
溪
の
懲
憩
を
受
け
て
、
近
事
画
報

社
に
入
り
、
社
が
衰
運
に
向
か
う
も
、
な
お
事
業
を
放
棄
す
る
に
忍

び
ず
、
す
で
に
文
壇
的
地
位
の
確
定
し
た
身
で
あ
り
な
が
ら
、
病
を

お
し
て
三
十
九
年
に
は
独
歩
社
を
起
し
、
こ
れ
が
彼
の
命
を
縮
め
る

（
ｕ
）

「
災
禍
を
な
し
た
と
言
っ
て
好
か
っ
た
。
」
こ
う
し
た
彼
の
経
歴
に

見
ら
れ
る
事
業
慾
・
政
治
慾
は
Ｉ
こ
の
こ
と
は
再
び
後
述
す
る
が

二
五

』

ざ



ｌ
い
づ
れ
も
建
設
的
な
理
想
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で

（
皿
）

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
内
面
に
お
け
る
「
浪
漫
と
現
実
の
相
剋
」

と
い
う
点
よ
り
見
れ
ば
、
や
は
り
現
実
主
義
的
な
一
面
と
し
て
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
ご
と
く
独
歩
の
経
歴
は
彼
の
浪
漫
的
性
情
と
現
実
的
な
性

格
の
交
錯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

彼
の
内
部
に
お
け
る
浪
漫
的
一
面
と
現
実
的
一
面
と
の
葛
藤
を
最

も
明
確
に
表
白
し
て
み
せ
た
も
の
が
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
で
あ
る
。

心
に
平
和
な
し
、
徒
ら
に
自
か
ら
苦
し
む
。

曰
く
吾
れ
何
を
為
す
可
き
や
と
。
之
れ
古
る
き
Ｊ
、
疑
問
な
り
。
幾
度
か
決

し
て
巳
に
幾
度
か
打
破
り
た
る
も
の
な
り
。

曰
く
吾
れ
全
然
美
文
を
草
す
る
人
、
物
語
り
を
造
る
人
、
人
情
を
説
く
人
、

自
然
を
歌
ふ
人
た
る
可
き
か
。
詩
人
た
る
可
き
か
、
一
言
以
て
言
へ
ぱ
「
文

字
の
人
」
員
の
目
見
間
の
斧
①
Ｈ
た
る
可
き
か
。

曰
く
吾
れ
実
際
の
政
治
界
に
縦
横
奔
走
し
て
今
日
の
吾
国
を
政
治
的
方
面
よ

り
救
ふ
可
き
か
。

（
昭
一

曰
く
断
然
、
伝
導
師
た
る
可
き
か
。

。
（
以
下
省
略
）

へ
狸
）

「
実
際
家
た
る
べ
き
か
、
予
言
者
た
る
可
き
，
と
は
常
に
独
歩
の
煩

悶
で
あ
っ
た
。

お
お
よ
そ
、
浪
漫
と
は
時
空
の
関
係
に
お
い
て
現
実
を
遠
去
か
る

に
す
ぎ
な
い
概
念
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
准
歩
の
場
合
、
そ
れ
ら
ほ

9

守

二
一
ハ

い
わ
ば
「
天
職
」
選
択
上
の
態
度
と
い
う
同
一
直
線
上
の
左
右
に
位

置
す
る
。
彼
の
浪
漫
は
決
し
て
現
実
と
遊
離
し
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
ら
、
浪
漫
に
徹
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
、
対
立
す
る
現
実
へ
の
魅

力
が
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
浪
漫
と
現
実
と
は
そ
の
対
決

を
迫
ら
れ
る
。
「
浪
漫
と
現
実
の
相
剋
」
は
ま
．
づ
「
天
職
」
の
選
択

を
め
ぐ
っ
て
、
彼
の
内
部
で
敢
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
彼
の
浪
漫
が
現
実
に
基
盤
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、

こ
の
相
剋
は
宿
命
的
な
様
相
を
帯
び
て
く
る
。

し
か
も
浪
漫
は
こ
の
相
剋
の
中
で
徐
友
に
後
退
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
「
理
想
は
唯
く
ら
れ
ま
せ
ん
も
の
を
！
」
と
言
っ
た
上

村
の
言
葉
は
自
棄
的
な
響
さ
え
伝
え
て
い
る
。
彼
は
青
年
時
代
に
は

熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
、
す
な
わ
ち
熱
烈
な
馬
鈴
薯
党
で
、
先
述
し

た
ご
と
く
、
色
友
な
空
想
を
描
い
て
「
北
海
道
自
由
の
天
地
に
投
」

ず
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、
実
行
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
実
は

意
外
に
厳
し
く
、
間
も
な
く
牛
肉
党
に
変
節
し
た
。
上
村
の
理
想
主

義
は
現
実
主
義
の
魅
惑
の
前
に
敗
北
を
喫
し
、
彼
は
浪
漫
を
放
棄
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
独
歩
の
場
合
に
は
、
浪
漫
は
最
後
ま
で
喪

失
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
彼
は
伝
導
者
た
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
、

後
年
に
は
一
時
文
学
を
も
離
れ
て
、
出
版
事
業
に
力
を
注
ぐ
こ
と
と

な
っ
た
。
斯
様
な
浪
漫
の
後
退
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
も
の
は
、
一
つ

に
は
自
己
内
面
に
お
け
る
現
実
的
性
格
と
の
葛
藤
で
は
あ
っ
た
け
れ

ど
も
、
他
面
ま
た
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
が
ご
と
き
外
部
の
社

亘

p



’

と
語
っ
た
。
独
歩
の
性
格
の
一
面
を
示
す
言
で
あ
る
。
と
同
時
に
彼

が
い
か
ほ
ど
仕
事
に
情
熱
を
傾
注
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。
斎

藤
弔
花
も

独
歩
は
決
し
て
心
か
ら
粗
放
無
責
任
な
男
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
物
が

一
寸
歪
ん
で
ゐ
て
も
気
に
す
る
と
い
ふ
潔
癖
だ
っ
た
。
仕
事
に
対
す
る
神
経

独
歩
の
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』

さ
て
、
こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
現
実
主
義
的
な
一
面

と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は
単
に
実
利
ば
か
り
を
追
求
す
る
と
い
っ
た
よ

う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
椙
の
『
欺
か
ざ
る
の
記
』

に
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
政
界
へ
の
進
出
意
図
も
、
国
家
を
「
政
治

的
方
面
よ
り
救
」
済
し
よ
う
と
い
う
高
潔
な
理
想
の
上
に
箙
芽
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
事
業
熱
に
捉
わ
れ
て
い
る
時
に
も
、
常

に
そ
の
理
想
を
高
く
掲
げ
、
仕
事
に
情
熱
を
傾
け
た
。
後
年
近
事
画

報
社
が
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
て
後
、
社
長
矢
野
龍
溪
は

「
私
が
最
も
よ
く
国
木
田
君
を
知
っ
て
居
る
の
は
、
近
事
画
報
時
代
で
、
一

切
の
編
輯
は
任
せ
き
り
で
あ
っ
た
か
ら
部
員
を
雇
ふ
に
も
出
す
に
も
、
何
事

に
よ
ら
ず
万
事
依
頼
し
て
置
い
た
が
、
事
務
の
遣
り
方
韮
看
る
と
、
大
雑
束

な
る
べ
き
性
質
と
反
対
に
頗
る
綴
密
で
、
表
紙
の
意
匠
で
も
説
明
で
も
細
か

会
的
現
実
に
対
す
る
戦
い
と
、
そ
れ
が
結
果
し
た
敗
北
の
『
疲
労
』

に
も
依
因
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
処
ま
で
行
届
い
て
、
例
へ
一
枚
の
挿
画
で
も
経
済
的
に
仕
上
げ
る
工
合
な

（
功
）

ぞ
は
確
に
性
格
の
一
面
を
発
揮
し
て
ゐ
た
と
思
ふ
」

０
１
里

的
で
、
そ
し
て
叉
目
か
ら
鼻
へ
つ
き
ぬ
け
る
才
人
肌
で
、
何
事
に
も
鋭
ど
い

観
察
も
し
、
一
寸
間
違
う
た
ら
、
凄
ま
じ
い
見
幕
で
詰
寄
る
勇
敢
さ
は
あ
る

が
、
相
手
が
素
直
に
出
る
と
す
ぐ
同
情
し
て
冷
酷
意
性
情
の
な
い
淡
泊
さ
を

（
砧
）

見
せ
た
。
彼
は
矛
盾
の
多
い
人
間
だ
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。
情
熱
的
で
而
も
淡
泊
な
独
歩
が
鵬
如
と
し
て
い
る
。

独
歩
は
何
事
に
対
し
て
も
ｌ
た
と
え
彼
の
経
歴
で
は
現
実
的
と
見

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
対
象
に
も
ｉ
ｌ
‐
理
想
を
高
く
持
し
て
、
情
熱
を
注

い
だ
。
ま
づ
こ
の
点
で
独
歩
は
浪
漫
的
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
。
先

述
し
た
ご
と
く
、
二
十
七
年
彼
は
佐
伯
で
印
刷
事
業
を
計
画
し
て
、

四
月
三
日
蘇
峰
に
金
五
百
金
の
周
旋
を
依
頼
し
た
。
そ
の
返
事
を
十

日
に
受
け
取
っ
た
が
、
蘇
峰
は
文
面
に
自
分
に
は
そ
れ
程
の
金
策
は

（
面
）

で
き
か
ね
る
と
謝
絶
し
、
「
実
業
は
空
想
と
両
立
せ
ず
」
と
戒
め
て
い

る
。
す
な
わ
ち
現
実
的
な
面
に
も
か
な
り
の
空
想
が
織
り
込
ま
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
ご
と
く
、
理
想
に
裏
付
け
ら
れ
た
現
実
主
義
と
い
え
ど

も
、
理
想
家
独
歩
に
と
っ
て
は
な
お
煩
悶
の
対
象
で
あ
っ
た
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
ま
だ
し
も
彼
の
浪
漫
と
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
け
れ
ど
も
彼
の
内
面
に
は
ま
た
全
く
異
質
の
世
俗
的
な
素

質
の
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
彼
は
少
年
の
頃
「
功
名
心
が

（
昭
）

猛
烈
」
で
あ
っ
た
。
青
年
時
代
に
も
、
と
も
す
れ
ば
頭
を
震
げ
よ
う

（
聰
）

と
す
る
も
の
は
、
「
名
と
利
と
慾
と
に
生
」
き
よ
う
と
す
る
世
俗
的

○
○
○
○
○

慾
望
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
読
書
で
さ
え
時
と
し
て
は
一
‐
功
名
心
の
変

二
七



○
（
鋤
）

形
」
と
も
思
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
様
な
世
俗
的
慾
望
に
対
し

て
独
歩
は
常
に
反
省
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

白
状
す
、
自
白
す
、
虚
栄
の
妄
想
、
侘
倖
の
浮
念
は
少
壮
者
の
常
な
る
如
く
、

吾
に
も
亦
た
往
々
如
此
、
之
れ
悉
く
社
会
生
活
の
魔
力
な
り
、
吾
が
思
想
は

社
会
生
活
の
為
め
に
動
き
、
吾
が
感
情
は
社
会
生
活
の
為
め
に
漁
く
、
之
れ

（
虹
）

を
以
て
虚
栄
僥
倖
の
妄
想
浮
念
よ
り
脱
す
る
能
は
ず
、
哀
い
哉
・

こ
の
よ
う
な
反
省
は
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。
彼

は
世
俗
的
慾
望
を
常
に
唾
棄
す
べ
き
も
の
と
し
て
反
省
し
続
け
た
。

こ
の
様
な
世
俗
的
慾
望
は
浪
漫
と
は
全
く
異
質
面
の
存
在
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
彼
の
浪
漫
の
露
頭
た
る
信
仰
や
文
学
の
世
界
で
は
、
全

く
そ
の
酬
醸
を
阻
止
さ
れ
、
そ
の
可
能
性
を
は
ら
む
現
実
的
な
面
に

お
い
て
さ
え
、
先
述
し
た
よ
う
な
高
潔
な
理
想
に
よ
っ
て
、
全
く
克

伏
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

結
局
独
歩
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
実
的
な
面

と
い
え
ど
も
、
浪
漫
的
色
彩
を
帯
び
て
お
り
、
こ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
な
特
色
は
晩
年
リ
ア
リ
ろ
プ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
深
め
て
か
ら
も
、

終
に
そ
の
色
彩
を
失
い
は
し
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
浪
漫
が
社
会
的
現
実
に
立
ち
向
か
う
時
に
は
、
常
に

敗
北
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し
か
も
理
想
家
独
歩
は
こ
の
よ
う
な
敗

北
に
も
い
さ
さ
か
も
屈
す
る
こ
と
な
式
、
現
実
に
挑
戦
し
よ
う
と
す

る
。
か
く
理
想
を
現
実
に
向
か
っ
て
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
限
り
、

そ
の
相
剋
は
避
け
難
い
も
の
と
な
る
。
こ
こ
に
浪
漫
と
社
会
的
現
実

0

r

と
の
相
剋
が
見
ら
れ
る
。
印
刷
事
業
の
失
敗
は
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な

い
。
佐
伯
で
石
丸
某
か
ら
中
傷
の
投
書
を
受
け
た
こ
と
が
、
彼
の
窪

谷
学
館
を
去
る
原
因
と
な
っ
た
。
こ
れ
も
彼
の
理
想
の
社
会
的
現
実

に
対
す
る
敗
北
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
い
と
敗
北
と
は
信
子
と
の
恋
愛

の
破
綻
に
最
も
明
瞭
に
示
さ
れ
る
。
独
歩
は
二
十
八
年
六
月
九
日
佐

女
城
信
子
（
十
八
才
）
と
相
識
っ
て
、
や
が
て
恋
愛
に
陥
っ
た
。
こ

の
恋
愛
は
信
子
の
母
豊
寿
の
烈
し
い
反
対
を
押
し
き
っ
た
独
歩
の
情

熱
に
よ
っ
て
、
十
一
月
十
一
日
に
は
華
燭
の
典
を
挙
げ
る
ま
で
に
運

ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
翌
二
十
九
年
の
四
月
十
二
日
教
会

か
ら
の
帰
途
、
信
子
は
失
畭
、
二
十
五
日
に
は
彼
女
の
請
い
を
容
れ

て
、
離
婚
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
彼

の
浪
漫
の
社
会
的
現
実
に
対
す
る
敗
北
で
あ
っ
た
。
、
更
に
独
歩
社
の

破
産
か
ら
無
理
が
災
し
て
彼
の
体
は
病
魔
の
蝕
む
と
こ
ろ
と
な
り
、

社
会
的
現
実
は
遂
に
理
想
家
独
歩
を
什
す
の
で
あ
る
。

浪
漫
を
も
っ
て
す
る
現
実
と
の
戦
い
ｌ
こ
の
戦
い
は
彼
の
内
部

で
「
天
職
」
選
択
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
外
部
た
る

社
会
的
現
実
に
対
し
て
も
敢
行
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
い
づ
れ
の

面
に
お
い
て
も
彼
の
浪
漫
は
敗
退
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
内

外
両
面
に
ま
た
が
る
和
剋
の
火
花
こ
そ
独
歩
の
文
学
な
の
で
あ
る
。

（
注
）①

坂
本
浩
氏
「
浪
漫
主
義
思
潮
の
展
開
」
（
河
出
書
房
版
近
代
日
本
文
学

尺

二二
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講
座
Ｖ
３
）
Ｐ
二
九

②
荒
正
人
氏
編
「
文
芸
事
典
」
市
民
文
庫
Ｐ
六
○

①
田
部
重
治
氏
一
‐
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス
詩
集
解
説
」
岩
波
文
庫
Ｐ
二
四
四

④
荒
正
人
氏
、
前
掲
害
Ｐ
二
九
○

⑤
こ
の
こ
と
は
独
歩
自
身
「
不
可
思
議
な
る
大
自
然
」
改
造
社
版
国
木

田
独
歩
全
集
Ｖ
４
Ｐ
一
八
五
（
以
下
全
集
と
あ
る
は
す
べ
て
改
造
社
版
）

或
い
は
「
独
歩
病
躰
録
」
全
集
Ｖ
８
Ｐ
六
八
に
述
べ
て
い
る
。

⑥
「
予
が
作
品
と
事
実
」
全
集
Ｖ
４
Ｐ
二
○
三
・

⑦
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」
ｌ
「
（
前
略
）
森
と
し
た
林
の
上
を
バ
ラ
／
、
と

時
雨
て
来
る
。
日
の
光
が
何
と
な
く
薄
い
や
う
な
気
持
が
す
る
、
話
相

手
は
な
し
サ
、
食
ふ
も
の
は
一
粒
幾
価
と
言
ひ
さ
う
な
米
を
少
し
ば
か

り
と
例
の
馬
の
鈴
。
寝
る
処
は
木
の
皮
を
壁
に
代
用
し
た
掘
立
小
屋
・
」

「
空
知
川
の
岸
辺
」
ｌ
「
小
屋
は
三
間
に
四
問
を
出
で
ず
、
屋
根
も

周
囲
の
壁
も
大
木
の
皮
を
幅
広
く
剥
ぎ
て
組
合
し
た
も
の
で
、
板
を
用

ひ
し
は
床
の
み
、
床
に
は
莚
を
敷
き
、
出
入
の
口
は
こ
れ
叉
樹
皮
を
組

み
て
戸
と
な
し
た
る
が
一
枚
被
は
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
、
こ
れ
開
墾
者
の

巣
な
り
、
家
な
り
、
い
な
城
眺
な
り
、
」
（
以
下
省
略
）

「
談
し
て
居
る
と
、
突
然
バ
ラ
バ
ラ
と
音
が
し
て
来
た
の
で
余
は
外
に

出
て
見
る
と
、
日
は
薄
く
光
り
、
雲
は
静
に
流
れ
、
寂
た
る
深
林
を
越

え
て
時
雨
が
過
ぎ
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
」

③
「
欺
か
ざ
る
の
一
記
」
市
民
文
庫
後
篇
（
下
）
Ｐ
三
八
、
明
治
二
十
八

年
六
月
十
日
（
以
下
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
は
す
べ
て
市
民
文
庫
）

⑨
同
右
害
Ｐ
七
一
、
同
年
八
月
十
二
日

⑭
同
右
害
前
篇
（
上
）
Ｐ
二
七
、
二
月
十
九
日
の
記
事
に
よ
る
。

独
歩
の
『
牛
肉
と
馬
鈴
悪
』

f

＆

独
歩
は
明
治
三
十
八
年
十
月
十
九
日
綱
島
梁
川
に
書
簡
を
送
っ
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

拝
啓

貴
著
病
感
録
を
読
み
得
た
る
幸
福
を
謝
す
る
為
め
敢
え
て
此
害
を
呈
し
且
つ

拙
著
独
歩
集
一
冊
を
座
右
に
献
じ
候

独
歩
集
中
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」
と
題
す
る
一
編
は
貴
下
に
一
読
の
栄
を
賜
は

ら
ん
こ
と
を
願
ふ
も
の
に
候
小
生
の
作
物
に
つ
き
諸
友
の
批
評
紛
々
た
り
と

二
九

⑪
田
山
花
袋
著
「
近
代
の
小
説
」
（
角
川
文
庫
）
Ｐ
二
五

、
坂
本
浩
氏
著
一
国
木
田
独
歩
」
に
お
け
る
瑁
語

⑬
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
後
篇
（
下
）
Ｐ
三
五
、
明
治
二
十
八
年
五
月
二

十
二
日

⑭
同
右
害
Ｐ
三
二
、
同
年
同
月
十
二
日

⑮
矢
野
龍
溪
氏
談
、
全
集
Ｖ
８
Ｐ
二
九
二

⑯
斎
藤
弟
花
著
「
国
木
田
独
歩
と
其
周
囲
」
Ｐ
二
四
二

⑰
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
後
篇
（
上
）
Ｐ
二
三
、
明
治
二
十
七
年
四
月
十

日
⑬
「
奈
何
に
し
て
小
説
家
と
な
り
し
乎
」
全
集
Ｖ
４
Ｐ
二
○
七

⑲
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
前
篇
（
下
）
Ｐ
一
二
六
、
明
治
二
十
七
年
二
月

十
二
日

⑳
同
右
善
後
篇
（
下
）
Ｐ
六
四
、
明
治
二
十
六
年
三
月
十
八
日

④
同
右
害
前
篇
（
上
）
Ｐ
六
八

三

』
Ｐ
■

βﾛ



皇
寺

雛
も
未
だ
彼
の
一
編
に
つ
き
て
は
何
人
も
小
生
の
意
を
得
た
る
批
評
を
与
へ

ら
れ
し
も
の
な
し
蓋
し
心
の
経
験
の
異
な
る
が
故
か
と
存
候
然
る
に
貴
下
の

高
著
牛
驚
異
と
宗
教
の
一
統
こ
そ
実
に
小
生
が
心
霊
の
経
験
と
符
合
す
る
や

・
恥
）

に
愚
考
仕
り
候
間
乍
失
礼
御
一
読
を
煩
は
し
度
く
願
ふ
次
第
に
御
座
候

（
以
下
省
略
）

こ
の
書
簡
は
、
独
歩
が
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
に
述
べ
よ
う
と
し
て
い

る
事
柄
が
、
「
驚
異
」
の
願
い
で
あ
る
こ
と
を
、
明
確
に
し
て
い
る
。

一
篇
の
主
題
た
る
こ
の
「
驚
異
」
の
願
い
は
、
独
歩
の
生
涯
を
通

（
鋼
』

じ
て
の
生
え
抜
き
の
思
恕
で
あ
り
、
そ
れ
が
カ
ー
ラ
イ
ル
の
『
英
雄

崇
拝
論
』
お
よ
び
『
サ
ル
ト
ル
レ
ザ
ル
タ
ス
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
先
学
の
す
で
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

（
型
）

〉
Ｑ
ｏ

『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
の
岡
本
誠
夫
は
、
最
初
「
牛
肉
党
に
非
ず
、

馬
鈴
薯
党
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
、

｜
‐
（
前
略
）
僕
は
こ
れ
ぞ
と
い
ふ
理
想
を
奉
ず
る
こ
と
も
出
来
ず
、
そ
れ
な

ら
っ
て
俗
に
和
し
て
肉
慾
を
充
た
し
て
以
て
我
生
足
れ
り
と
す
る
こ
と
も
出

来
な
い
の
で
す
、
出
来
な
い
の
で
す
、
為
な
い
の
で
は
な
い
の
で
、
実
を
い

ふ
と
何
方
で
も
可
い
か
ら
決
め
て
了
っ
た
ら
と
思
ふ
け
れ
ど
、
何
と
い
ふ
因

果
か
、
今
以
て
唯
っ
た
一
つ
不
思
議
な
願
を
持
て
居
る
か
ら
、
其
た
め
に
何

方
と
も
得
決
め
な
い
で
居
ま
す
」

と
も
言
っ
て
い
る
。
更
に
『
驚
異
の
念
を
以
っ
て
此
宇
宙
に
傭
仰
介

立
し
た
い
の
で
す
。
そ
の
結
果
が
ビ
フ
テ
キ
主
義
と
な
ら
う
が
、
馬

＆

″

鈴
薯
主
義
と
な
ら
う
が
、
将
た
厭
祉
の
徒
と
な
っ
て
此
生
命
を
訳
は

う
が
、
決
し
て
頓
着
し
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

こ
れ
ら
は
決
し
て
虚
無
や
懐
疑
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
く
、

「
原
因
を
虚
偽
に
置
き
た
く
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
せ
ん
が
た

め
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
比
嚥
的
発
想
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
煎

じ
詰
め
れ
ば
、
遊
戯
的
前
提
に
立
ち
さ
え
し
な
け
れ
ば
Ｉ
換
言
す

れ
ば
、
驚
異
の
念
を
も
っ
て
宇
宙
に
侑
仰
介
立
で
き
さ
え
す
れ
ば

Ｉ
結
果
は
自
ら
展
開
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ぃ
づ
れ
の
方
向
へ

展
開
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

岡
本
は
言
う
。
キ
リ
ス
ト
や
釈
迦
の
様
な
『
神
の
子
』
に
な
り
た

い
、
大
宗
教
家
に
な
り
た
い
、
し
か
し
不
思
議
を
痛
感
で
き
ず
に
そ

う
な
る
く
ら
い
な
ら
ば
、
自
ら
を
冷
笑
し
、
自
分
の
顔
に
「
偽
」
の

一
宇
を
烙
印
し
よ
う
。
必
ず
し
も
信
仰
そ
の
も
の
が
願
い
で
は
な
い
。

信
仰
無
し
に
は
片
時
た
り
と
も
安
心
で
、
き
ぬ
ほ
ど
、
不
思
議
を
痛
感

し
た
い
の
が
願
い
で
あ
る
。
し
か
る
に
「
驚
異
」
で
き
ず
に
理
窟
を

言
い
、
悟
り
顔
を
し
て
い
る
今
の
宗
教
家
達
は
こ
と
ご
と
く
幻
を
見

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
驚
異
心
」
を
母
胎
と
せ
ぬ
宗
教
は
遊
戯
た

る
に
す
ぎ
な
い
と
、
か
く
言
っ
て
い
る
。
「
驚
異
心
」
こ
そ
信
仰
の

母
胎
で
あ
っ
た
。
｝
」
の
こ
と
は
さ
ら
に
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
や
、

『
岡
本
の
手
帳
』
『
悪
魔
』
『
神
の
子
』
『
天
地
の
秘
密
』
等
の
諾
作

に
も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

画
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い
う
ま
で
も
な
く
、
独
歩
の
信
仰
は
植
村
正
久
牧
師
に
よ
っ
て
導

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
独
歩
の
宗
教
観
ば
「
驚
異
心
」
が
そ
の

根
底
を
な
し
て
い
る
た
め
に
、
植
村
牧
師
の
説
く
キ
リ
ス
ト
の
神
性

と
十
字
架
の
贈
罪
を
主
張
す
る
正
統
信
仰
と
の
間
に
は
、
幾
分
の
ず

れ
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
独
歩
の
文
学
は
、
こ
の
ず
れ
を
大
き
く

（
踊
）

す
る
方
向
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

岡
本
は
ま
た
次
の
ご
と
く
論
じ
て
い
る
。

「
僕
の
知
人
に
斯
う
言
っ
た
人
が
あ
り
ま
す
。
吾
と
は
何
ぞ
や
つ
言
局
汁
凹
昌

胃
ご
な
ん
て
い
ふ
馬
鹿
な
問
を
発
し
て
自
か
ら
否
む
も
の
が
あ
る
が
、
到

凸
ご

底
知
れ
、
な
い
こ
と
は
如
何
に
し
て
も
知
れ
る
も
ん
で
な
い
、
と
斯
う
言
っ
て

瑚
笑
を
洩
ら
し
た
人
が
あ
り
ま
す
。
世
間
並
か
ら
い
ふ
と
其
通
り
で
す
。
然

、
、
、
、
、

し
此
問
は
必
ず
し
も
其
答
を
求
む
る
が
為
め
に
発
し
た
問
で
は
な
い
。
実
に

、
、
、
、
、
、
、
、
兎
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

此
天
地
に
於
け
る
此
我
て
ふ
も
の
島
、
如
何
に
も
不
思
議
左
こ
と
を
痛
感
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
池
、
、

て
、
自
然
に
発
し
た
る
心
霊
の
叫
で
あ
る
。
此
問
其
物
が
心
霊
の
真
面
目
な

る
声
で
あ
る
。
こ
れ
を
剛
る
の
は
其
心
霊
の
麻
輝
を
白
状
す
る
の
で
あ
る
．
．
．

．
。
．
（
中
略
）
．
．
》
．
．
．

「
我
何
処
よ
り
来
り
、
我
何
処
に
か
性
く
、
よ
く
言
ふ
言
葉
で
あ
る
が
、
矢

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
油
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

張
り
此
問
を
発
世
ざ
ら
ん
と
欲
し
て
、
欲
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
の
心
か
ら
宗

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
Ⅵ
迅
、
、
、
、
、

教
の
泉
は
流
れ
出
る
の
で
、
詩
で
も
さ
う
で
す
、
・
・
・
・
・
．
（
後
略
）
」
（
傍
点
筆

者
）

宗
教
や
文
学
の
泉
は
「
驚
異
心
」
よ
り
流
出
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
驚
異
心
」
は
ま
た
彼
の
自
然
観
察
の
母
胎
と
な
っ
て
い
る
。
岡

独
歩
の
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』

本
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
ば
毒
我
友
は
毎
日
太
陽
を
見
、
毎
夜
星
を
仰

ぐ
、
そ
う
し
て
こ
の
不
思
議
な
天
地
が
一
向
不
思
議
で
な
く
な
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
は
、
月
光
、
星
夜
、
花
の
夕
の
美
を
た
た
え
る
渦
女

た
る
詩
人
の
文
字
も
、
感
情
の
遊
戯
に
過
ぎ
な
い
、
と
言
う
。
「
驚

異
心
」
を
母
胎
と
せ
ぬ
自
然
観
察
は
、
幻
影
を
見
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
『
落
日
に
対
す
』
と
い
う
一
女
の
主
題
と

も
な
っ
て
い
る
。

以
上
で
、
「
驚
異
心
」
は
宗
教
・
文
学
・
自
然
観
察
の
母
胎
で
あ

る
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。

「
驚
異
心
」
は
宗
教
・
文
学
の
母
胎
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
第
二

節
に
述
べ
た
ご
と
く
、
信
仰
や
文
学
は
独
歩
の
浪
漫
の
表
出
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
驚
異
心
」
は
浪
漫
の
誘
因
と
し
て
、
因
果
関
係
に
お

い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
驚
異
」
を
主
題
と

す
る
全
作
品
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
『
病
淋
録
』
中
の
「
芸
術
観
」

か
ら
、
一
節
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

（
前
略
）
あ
呉
生
に
対
す
る
哀
痛
の
念
今
一
層
深
く
、
鋭
く
、
長
く
連
続

す
る
あ
ら
ぱ
、
余
は
既
に
世
を
遁
れ
去
り
し
な
ら
む
。
局
ぞ
亦
塵
俗
の
問
に

伍
せ
ん
や
。

現
世
に
執
着
す
べ
く
、
余
は
余
り
に
脱
俗
せ
り
。
而
も
俗
世
を
遮
る
べ
く
、

余
は
只
管
に
生
の
孤
独
を
嘆
ず
る
こ
と
能
は
ず
。
彼
の
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」

に
於
い
て
、
妻
を
姦
せ
し
め
、
子
を
喰
は
し
め
て
ま
で
も
、
猶
ほ
求
め
ん
と

少



欲
し
た
る
願
望
、
即
ち
一
切
の
虚
偽
と
夢
魔
と
を
振
ひ
落
し
、
真
実
衷
心
よ

り
宇
宙
人
生
の
秘
義
に
驚
嘆
せ
ん
と
欲
す
る
の
念
は
、
余
が
一
貫
し
た
る
願

（
郡
）

望
な
り
。

『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
に
お
い
て
、
否
、
生
涯
一
貫
し
て
追
求
し
た

「
驚
異
」
の
願
望
が
達
成
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
現
実
的
な
生
活
圏

か
ら
脱
し
て
、
浪
漫
的
な
生
活
に
没
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。

現
実
的
性
格
の
濃
化
と
と
も
に
槌
色
し
て
ゆ
く
浪
漫
、
や
や
も
す

れ
ば
浪
漫
を
喪
失
し
そ
う
に
な
る
時
に
、
彼
の
詩
魂
に
触
れ
る
事
象

に
接
し
て
、
独
歩
は
思
わ
ず
驚
く
の
で
あ
る
。
宇
宙
・
人
生
の
不
思

議
を
痛
感
す
る
時
、
彼
の
浪
漫
は
呼
び
醒
、
ま
さ
れ
る
。
「
驚
異
心
」

こ
そ
浪
漫
へ
の
覚
醒
剤
で
あ
り
、
根
底
で
あ
っ
た
。
内
面
に
お
い
て

そ
の
現
実
的
な
性
格
と
相
剋
す
る
浪
漫
を
醒
雲
す
も
の
こ
そ
、
天
地

の
不
思
議
に
驚
く
心
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
社
会
的
現
実
と
戦
う
浪
漫
に
対
し
て
、
「
驚
異
心
」

は
如
何
な
る
方
向
に
働
き
か
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
結
論
を
導
く

た
め
に
は
、
「
驚
異
心
」
と
浪
漫
と
の
間
に
、
信
仰
と
自
然
と
い
う

二
つ
の
橋
渡
し
を
必
要
と
す
る
。

社
会
的
現
実
と
の
戦
い
に
次
点
と
敗
北
し
て
ゆ
く
浪
漫
、
こ
の
敗

北
の
中
に
在
っ
て
、
独
歩
に
は
な
お
救
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
信
仰
で
あ
り
、
自
然
で
あ
っ
た
。
自
然
に
接
し
、
信
仰
に
没
入

里

会

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
歩
は
新
し
い
希
望
と
勇
気
と
確
心
を
植
え

つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

如
何
な
る
心
中
の
世
間
的
煩
悶
も
、
吾
が
身
此
の
悠
遠
宏
大
深
玄
秘
密
な
る

天
地
に
介
立
す
る
を
感
ず
る
時
は
霧
よ
り
も
ろ
く
消
散
す
る
ぞ
か
し
。

（
頭
）

星
斗
を
仰
ぐ
時
は
煩
悶
は
消
ゆ（

昭
）
へ
”
）

彼
が
田
舎
を
な
つ
か
し
み
、
北
海
道
に
憧
れ
、
し
ば
，
Ｉ
Ｉ
旅
行
し
た

の
も
、
自
然
に
接
し
て
そ
の
慰
安
に
触
れ
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
っ

た
。
「
信
仰
な
る
哉
、
信
仰
は
知
る
能
は
ず
、
さ
れ
ど
唯
一
の
慰
安

（
釦
）

な
り
。
勇
気
な
り
。
希
望
也
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
信
仰
ま

た
救
い
で
あ
っ
た
。

先
述
せ
る
ご
と
く
、
一
‐
驚
異
心
」
は
自
然
観
・
宗
教
観
の
母
胎
で

あ
っ
た
。
宇
宙
・
人
生
の
秘
義
に
驚
く
時
、
彼
の
自
然
観
・
宗
教
観

に
血
が
通
う
。
自
然
を
観
る
目
は
開
か
れ
、
信
仰
の
泉
は
湧
出
す
る
。

彼
は
自
然
と
信
仰
と
の
慰
安
に
接
す
る
。
理
想
の
血
は
高
ら
か
に
脈

う
ち
、
自
ら
を
敗
北
へ
押
し
や
ろ
う
と
す
る
苛
酷
な
る
現
実
に
挑
戦

す
る
情
熱
と
確
心
と
を
涌
養
さ
れ
る
。
「
驚
異
心
」
は
こ
こ
で
も
浪

漫
を
鼓
舞
す
る
作
用
を
果
す
の
で
あ
る
。
苛
酷
な
る
社
会
的
現
実
に

立
ち
向
か
お
う
と
す
る
独
歩
の
理
想
と
情
熱
を
励
ま
す
も
の
は
「
驚

異
心
」
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
斯
様
な
浪
漫
を
も
っ
て
す
る
社
会
的

現
実
と
の
戦
い
の
中
に
こ
そ
、
独
歩
は
生
甲
斐
を
見
出
し
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
宇
宙
・
人
生
の
秘
義
を
痛
感
し
た
い
と
い
う
願

い
自
体
に
は
、
積
極
的
な
意
義
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

p
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－
１
驚
異
心
」
こ
そ
内
外
両
面
に
お
け
る
現
実
と
相
剋
す
る
独
歩
の

浪
漫
の
支
柱
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑳
「
驚
異
」
の
願
い
が
は
じ
め
て
見
ら
れ
る
の
は
、
明
治
二
十
六
年
十

月
十
三
日
の
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
で
あ
り
、
こ
の
後
も
始
終
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
。
小
説
と
し
て
は
、
『
岡
本
の
手
帳
』
『
死
』
『
悪
魔
』
『
神
の

子
』
に
、
小
品
・
雑
文
で
は
『
我
が
願
』
『
驚
異
嶌
天
地
の
秘
密
』
『
落

日
に
対
す
』
「
此
の
我
の
存
在
』
『
天
地
の
大
事
実
』
『
病
淋
録
』
の
諸
作

に
、
ま
た
新
体
詩
『
驚
異
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
書
簡
中
に
も

先
掲
の
綱
島
梁
川
宛
の
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
願
い
の
見
ら
れ

る
も
の
が
多
い
。

④
寺
園
司
氏
「
植
村
正
久
と
国
木
田
独
歩
」
（
国
語
と
国
文
学
昭
和
二

十
八
年
七
月
号
第
三
百
五
十
一
号
所
収
）

、
こ
の
辺
、
同
右
論
文
に
よ
る
。

、
全
集
Ｖ
８
Ｐ
六
六

⑤
「
欺
か
ざ
る
の
一
記
」
後
篤
（
下
）
Ｐ
一
七
七
、
明
治
二
十
九
年
八
月

十
六
日

⑳
例
ｌ
明
治
二
十
四
年
六
月
十
八
日
田
村
三
治
宛
書
簡
、
Ｖ
８
Ｐ
一

二
六
↓
三
一
七
「
（
前
略
）
田
舎
は
正
し
く
僕
を
打
て
り
。
田
舎
は
全

く
僕
を
捕
へ
た
り
。
ァ
、
、
僕
は
都
人
百
人
の
為
め
に
働
か
ん
よ
り
も
、

寧
ろ
、
田
舎
、
百
人
の
為
め
に
働
か
ん
。
同
じ
く
百
人
哀
り
。
一
は
悪

独
歩
の
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』

（
注
）⑳

「
独
歩
書
簡
」
（
以
下
単
に
「
書
簡
」
と
す
る
。
）
全
集
Ｖ
８
Ｐ
二

九
九
、
’
三
○
○

ざ

な
い
。
自
然
に
、
生
死
に
、
否
、
宇
宙
の
森
羅
万
象
の
不
思
議
に
戦

懐
す
る
、
彼
の
胸
底
を
走
る
こ
の
お
の
の
き
こ
そ
、
主
た
彼
の
文
学

四

重
ね
て
言
え
ば
、
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
の
中
心
は
、
宇
宙
人
生
の

不
思
議
を
痛
感
し
た
い
と
い
う
願
い
に
存
す
る
。
こ
の
願
い
こ
そ
独

歩
の
思
想
の
根
源
を
貫
ぬ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
お
い
て
は
、
そ

の
浪
漫
が
現
実
と
の
相
剋
の
う
ち
に
徐
、
べ
に
後
退
し
て
ゆ
く
中
で
、

「
驚
異
心
」
は
な
お
現
実
に
立
ち
・
向
か
お
う
と
す
る
浪
漫
の
根
底
を

な
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
宇
宙
・
人
生
の
秘
義
を
痛
感
し
た
い
と

い
う
願
い
自
体
は
、
全
く
積
極
性
に
富
ん
だ
浪
漫
的
意
義
を
有
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
「
驚
異
心
」
こ
そ
、
独
歩
に
と
っ
て
は
文
学
の
母

胎
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
。

坂
本
浩
氏
は
独
歩
の
作
品
に
見
ら
れ
る
火
の
ご
と
き
熱
烈
さ
を
信

（
証
）

子
へ
の
失
恋
に
基
因
さ
せ
て
い
る
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は

魔
に
付
く
、
一
つ
は
神
に
近
し
。
語
あ
り
曰
く
都
会
は
人
之
を
造
り
、

田
舎
は
神
の
御
手
に
成
る
！
（
以
下
省
略
と

⑳
独
歩
は
北
は
北
海
道
よ
り
南
は
九
州
に
わ
た
っ
て
旅
行
し
て
い
る
。

銚
子
地
方
、
日
光
、
湯
ヶ
原
等
は
そ
の
主
な
所
で
あ
り
、
京
都
に
も
来

た
こ
と
が
あ
る
。

⑳
「
歎
か
ざ
る
の
一
記
‐
｜
後
濤
（
上
）
Ｐ
一
五
八
、
明
治
二
十
七
年
八
月

十
一
日

、

ゆ



を
生
み
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
燃
焼
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
彼
の
作
品
に

熱
烈
火
の
ご
と
き
も
の
の
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
れ
こ
そ
独
歩
の
文
学
の
魅
力
を
な
し

て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
斯
様
な
願
い
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
、
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
す
で
に
理
想
家
独
歩
は
内
外
両
面

に
ま
た
が
る
現
実
（
以
下
単
に
現
実
ど
い
う
。
）
と
の
戦
い
の
『
疲

労
』
の
前
に
か
な
り
追
い
詰
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。
こ
う
言
え
ば
循
環
論
で
あ
る
が
、
事
実
独
歩
は
す
で
に
以

前
の
詩
人
独
歩
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
人
生
観
は
か
な
り
散
文
的
池

現
実
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
詩
人
独
歩
か
ら
小
説
家
独
歩
へ
の

移
行
は
、
彼
が
信
子
と
の
恋
愛
に
破
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
失
恋
に
よ
る
「
魂
の
試
煉
は
詩
に
盛
る
に
は
余

（
鋼
）
（
調
）

り
に
複
雑
す
ぎ
た
。
」
「
詩
か
ら
散
文
へ
」
の
移
行
の
頂
接
の
原
因
と

な
っ
た
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
信
子
へ
の
失
恋
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

な
お
数
友
の
試
煉
に
よ
っ
て
、
彼
の
作
家
と
し
て
の
目
が
自
ら
を
敗

退
さ
せ
て
ゆ
く
社
会
的
現
実
に
向
か
っ
て
啓
け
て
き
た
た
め
で
あ
っ

た
。
驚
き
た
い
と
い
う
願
い
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

は
、
理
想
家
独
歩
が
現
実
の
前
に
か
な
り
追
い
詰
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ

た
が
た
め
で
あ
る
。

し
か
も
ど
う
か
し
て
理
想
を
押
し
と
お
そ
う
と
す
る
独
歩
に
と
つ

琴

三
四

て
》
「
驚
異
」
の
願
い
さ
え
も
容
易
に
は
達
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
彼
に
と
っ
て
深
刻
な
苦
悩
で
あ
っ
た
。
岡
本
の
顔
に
「
言
ふ

可
か
ら
ざ
る
苦
痛
の
色
」
が
う
か
が
わ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
『
牛

肉
と
馬
鈴
薯
』
の
筆
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
の
含
畜
あ
る
結
句
に
は

（
鑑
）

独
歩
の
深
い
悩
み
が
読
み
と
ら
れ
る
。
こ
れ
は
彼
が
「
世
間
胡
」
で
、

「
習
慣
の
圧
力
か
ら
脱
れ
て
」
天
地
の
間
に
傭
仰
介
立
で
き
ぬ
た
め

で
あ
っ
た
。
浪
漫
は
彼
の
内
部
に
お
い
て
も
そ
の
浮
世
心
の
た
め
に

圧
迫
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。

現
実
は
内
部
か
ら
も
外
部
か
ら
も
彼
の
浪
漫
を
圧
迫
し
つ
つ
あ
っ

た
。
「
驚
異
」
の
願
い
さ
え
達
せ
ら
れ
ぬ
と
す
れ
ば
、
彼
は
い
よ
い

よ
敗
退
の
他
は
な
い
。
「
驚
異
」
の
願
い
か
ら
は
、
か
く
現
実
の
前

に
圧
迫
さ
れ
て
ゆ
く
作
者
を
知
覚
す
る
と
と
も
に
、
彼
を
追
い
詰
め

て
ゆ
く
彼
自
身
の
内
部
に
は
ら
む
現
実
的
な
性
格
と
、
社
会
的
現
実

の
苛
酷
さ
と
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に

は
そ
の
苛
酷
さ
を
直
写
し
て
は
い
な
い
。
単
に
主
題
を
発
生
さ
せ
た

背
景
と
し
て
、
読
者
が
こ
れ
を
意
識
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
作
者
の

社
会
的
現
実
へ
の
着
目
は
、
主
題
た
る
不
思
議
を
痛
感
し
た
い
と
い

う
願
い
か
ら
は
、
斯
様
に
象
徴
的
に
捉
え
う
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

プ
（
ぜ
○

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
て
、
も
う
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
牛
肉
と
馬

鈴
薯
』
に
は
独
歩
の
理
想
と
、
そ
の
達
成
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
自
己

ゴ

唐



内
面
の
現
実
的
性
格
及
び
》
彼
を
と
り
巻
く
社
会
的
現
実
の
苛
酷
さ

と
が
、
同
時
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
浪
漫
と
現
実
と
い
う
い
わ
ば

和
反
す
る
要
素
が
、
作
品
の
批
界
に
お
い
て
一
つ
の
調
和
を
得
て
い

る
こ
と
ｌ
こ
こ
に
こ
の
作
品
の
絶
対
的
価
値
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

広
橋
一
男
氏
の
言
う
よ
う
に
、
独
歩
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
は
確

か
に
「
論
理
よ
り
も
直
感
を
尊
重
し
、
神
秘
主
義
的
な
も
の
で
あ

り
、
都
会
の
文
化
よ
り
も
田
園
を
尊
重
し
、
原
始
主
義
的
な
も
の
で

（
妬
）

あ
」
る
一
面
が
存
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
．
そ
し
て
そ
れ
が

（
郡
）

「
幾
多
の
過
誤
を
ふ
く
む
も
の
」
で
あ
る
こ
と
も
、
認
め
ね
ば
な
る

ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
斯
様
な
後
向
き
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
以
て
、

独
歩
の
浪
漫
の
す
べ
て
で
あ
る
と
論
ず
る
こ
と
は
、
当
を
得
た
批
判

と
は
言
え
ま
い
。
浪
漫
主
義
は
も
と
よ
り
自
我
解
放
の
精
神
の
発
揚

と
し
て
萠
芽
し
た
の
で
あ
り
、
独
歩
の
浪
漫
が
建
設
的
・
積
極
的
な

る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
驚
異
」
の
願

い
に
つ
い
て
も
、
そ
の
抵
抗
の
支
え
と
し
て
の
進
歩
的
意
義
を
無
視

し
て
、
単
に
反
科
学
的
と
い
う
理
由
か
ら
「
人
間
か
ら
自
信
と
誇
り

を
う
ば
い
、
絶
対
者
へ
の
帰
依
と
随
順
を
人
民
に
要
求
す
る
支
配
階

（
涼
）

級
の
か
く
さ
れ
た
意
図
を
強
め
る
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
」
と
き

め
つ
け
る
が
ご
と
き
は
、
そ
の
批
判
精
神
は
壮
と
す
る
に
足
る
も
、

い
ま
だ
承
服
は
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
｝
」
の
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教

の
時
代
に
果
し
た
指
導
姓
の
進
歩
的
役
割
’
１
特
に
そ
れ
が
反
戦
思

想
の
一
中
心
を
な
し
た
こ
と
「
ｌ
を
考
え
て
み
て
も
明
瞭
で
あ
る
。

独
歩
の
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』

上

無
か
ら
有
は
生
じ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
独
歩
の
ロ
マ
ン
｜
プ
ィ
ズ
ム
が

進
歩
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
れ
ぱ
こ
そ
、
そ
の
リ
ア
リ
ズ

ム
も
ま
た
進
歩
的
た
り
得
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
独
歩
の

浪
漫
が
「
批
判
の
対
象
の
進
行
を
許
す
」
「
厳
密
な
意
味
に
お
い
て

は
、
当
時
に
お
い
て
さ
え
も
反
動
的
な
」
，
「
歴
史
の
流
れ
に
逆
行
す

（
犯
〕

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
は
、
ど
う
し
て
も
考
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
ま
し
て
そ
の
賞
讃
の
「
帷
の
蔭
に
屠
殺
者
の
斧
が
か
く

（
鋤
）

さ
れ
て
」
お
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
危
険
性
が
あ
る
と
は
、

い
き
典
か
も
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
そ
れ
は
、
時
代
の

反
動
化
を
喰
い
止
め
る
歯
車
の
役
は
果
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に

積
極
的
な
人
間
解
放
の
精
神
に
寄
与
し
た
も
の
と
思
う
。
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