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　「
人
間
に
と
っ
て
〈
野
蛮
〉
と
は
何
か
を
素
描
す
る
」
と
い
う

の
が
本
書
の
趣
旨
で
あ
る
。
人
間
の
も
つ
闇
、
文
明
が
抱
え
る
闇

を
え
ぐ
り
だ
そ
う
と
す
る
壮
大
な
試
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
著

者
は
、「
他
者
を
蔑
視
し
、
他
者
の
支
配
を
正
当
化
す
る
言
葉
が

西
洋
に
お
い
て
数
世
紀
を
か
け
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
過
程
」
を
た

ど
る
（
第
一
部
　〈
野
蛮
〉
の
源
流
、
第
二
部
　
啓
蒙
思
想
と
科

学
の
時
代
、
第
三
部
　
植
民
地
主
義
か
ら
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
へ
）。

　「
野
蛮
」
は
ギ
リ
シ
ア
以
来
、
西
洋
に
お
い
て
文
化
と
知
性
を

装
う
。「
他
者
／
非
西
洋
」
を
「
野
蛮
」
と
と
ら
え
る
西
洋
の
認

〈
書
評
〉

中
村
隆
之
著

『
野
蛮
の
言
説
　
　
差
別
と
排
除
の

精
神
史
』

春
陽
堂
書
店
　
二
〇
二
〇
年

弓
　
削
　
尚
　
子

識
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
以
降
、
多

く
の
先
行
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
著
者
は
こ
れ
ら
を
手
際
よ

く
整
理
し
、
新
大
陸
獲
得
の
「
国
際
法
上
の
問
題
」
や
啓
蒙
思
想

家
た
ち
の
「
人
種
」
論
、「
科
学
的
」
見
地
に
立
つ
進
化
論
や
優

生
学
へ
と
連
な
る
系
譜
を
、
平
易
な
言
葉
で
明
晰
に
講
じ
て
い

る
。

　
幅
広
く
多
様
な
テ
ー
マ
を
掘
り
下
げ
て
論
じ
る
著
者
の
力
量
に

は
感
心
さ
せ
ら
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
カ
リ
ブ
海
文
学
の
専

門
家
な
ら
で
は
の
考
察
が
、
や
は
り
印
象
的
で
あ
る
。

　
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ド
・
ゴ
ビ
ノ
ー
の
『
人
種
不
平
等
論
』（
一

八
五
三-

五
五
）
は
、「
最
優
秀
な
ア
ー
リ
ア
人
種
」
と
い
う
神

話
を
創
出
し
、
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
多
大
な
影
響
を
与
え

た
。
同
時
代
の
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
は
、
連
帯
を
「
国
民
」
の

精
神
的
原
理
と
す
る
共
和
主
義
的
な
思
想
で
知
ら
れ
る
が
、
彼
も

ゴ
ビ
ノ
ー
に
共
鳴
し
、「
優
等
人
種
が
劣
等
人
種
や
退
化
し
た
人

種
の
刷
新
を
図
る
こ
と
は
、
人
類
に
と
っ
て
神
の
摂
理
そ
の
も

の
で
あ
る
。」
と
論
じ
て
い
る
（『
知
的
道
徳
的
改
革
』
一
八
七

一
）。
ゴ
ビ
ノ
ー
に
対
す
る
ル
ナ
ン
の
共
感
を
厳
し
く
批
判
し
た
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の
は
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
島
出
身
の
評
論
家
、
エ
メ
・
セ
ゼ
ー
ル

で
あ
る
。
植
民
地
化
と
い
う
行
為
こ
そ
が
、
西
洋
人
を
「
非
文
明

化
し
、
痴
呆
化
／
野
獣
化
し
、
そ
の
品
性
を
堕
落
さ
せ
た
」（『
帰

郷
ノ
ー
ト
／
植
民
地
主
義
論
』
一
九
三
九
／
五
五
）
と
い
う
彼
の

言
葉
は
、
著
者
の
立
場
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
人
道
主
義
者
と
評
価
さ
れ
て
い
る
人
物
に
お
い
て
も
、
著
者
は

そ
の
内
奥
に
潜
む
野
蛮
の
言
説
を
え
ぐ
り
だ
し
て
い
く
。
ナ
チ
ス

の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
よ
り
も
規
模
の
上
で
凌
駕
す
る
と
い
わ
れ
る
、

ベ
ル
ギ
ー
国
王
に
よ
る
コ
ン
ゴ
住
民
へ
の
圧
政
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
エ
ド
モ
ン
ド
・
モ
レ
ル
に
よ
っ
て
暴
か
れ
、
国
際
的
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ン
ゴ
住
民
に
対
す
る
国
王
の
非
人
道

的
な
処
遇
を
糾
弾
し
た
モ
レ
ル
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
次
世

界
大
戦
後
、
別
の
顔
を
見
せ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
、
敗
戦
国
ド
イ
ツ

の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
地
に
一
部
、
ア
フ
リ
カ
植
民
地
兵
を
送
り

込
ん
だ
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
国
内
に
人
種
主
義
的
な
反
対
運
動
が
巻

き
起
こ
っ
た
。
占
領
地
内
の
ド
イ
ツ
人
女
性
が
犯
さ
れ
、
黒
人
と

の
「
混
血
児
」
が
生
ま
れ
る
と
い
う
恐
怖
心
が
あ
お
ら
れ
、「
黒

い
恥
辱
」
と
呼
ば
れ
る
黒
人
兵
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
展
開
し

た
。
こ
れ
に
関
わ
っ
た
の
が
モ
レ
ル
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
「
原
始

的
な
ア
フ
リ
カ
の
野
蛮
人
」
を
派
兵
し
た
フ
ラ
ン
ス
を
強
く
非
難

し
た
。

　
モ
レ
ル
も
ま
た
野
蛮
の
言
説
を
生
み
出
す
側
で
あ
っ
た
。
著
者

は
、
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
フ
ラ
ン
ス
の
「
混
血
国
家
」
を
論
じ

る
ヒ
ト
ラ
ー
の
言
説
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
明
示
す
る
。

　
モ
レ
ル
と
ヒ
ト
ラ
ー
を
結
ぶ
線
な
ど
、
思
い
も
よ
ら
な
い
。
ド

イ
ツ
史
研
究
の
立
場
か
ら
補
足
す
れ
ば
、「
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
混

血
児
」
は
一
九
三
〇
年
代
後
半
、
三
〇
〇
人
以
上
が
ナ
チ
ス
の
人

種
政
策
に
よ
っ
て
断
種
さ
れ
た
。
ゴ
ビ
ノ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、「
混
血
」
は
「
人
種
の
退
化
」
を
招
く
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
と
、
描
き
出
さ
れ
る
野
蛮
の
言
説

の
連
鎖
。
著
者
は
「
差
別
の
言
葉
の
圧
倒
的
蓄
積
を
知
る
こ
と
」

の
重
要
性
を
訴
え
る
が
、
読
者
は
字
義
通
り
、
こ
れ
に
圧
倒
さ

れ
、
ど
の
よ
う
に
抗
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
思
索
し
、
途
方
に

暮
れ
る
。

　
そ
れ
は
単
な
る
言
葉

0

0

で
は
な
い
。
人
び
と
の
感
情
に
訴
え
か

け
、
行
動
へ
と
駆
り
立
て
る
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
伴
う
。
そ
し
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て
対
象
に
さ
れ
た
「
他
者
」
の
生
身
の
体
を
切
り
刻
み
、
命
を
奪

う
野
蛮
な
行
為

0

0

に
帰
結
す
る
。
著
者
が
自
ら
に
課
し
た
、「
闇
を

葬
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
明
る
み
に
出
し
て
い
く
作
業
」
が
首
尾

よ
く
遂
行
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
立
ち
向
か
う
「
敵
」
の
大
き

さ
に
、
読
者
は
打
ち
の
め
さ
れ
て
し
ま
う
。

　「
文
明
社
会
で
は
、
弱
い
人
々
も
子
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。
…
…
こ
れ
が
人
類
に
と
っ
て
は
な
は
だ
悪
い
影
響

を
与
え
る
こ
と
を
疑
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
。」
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は

述
べ
る
（『
人
間
の
由
来
』
一
八
七
一
）。
障
害
や
「
不
治
の
遺
伝

的
素
質
」
を
も
つ
者
が
、「
…
…
人
為
的
に
命
を
長
ら
え
、
成
長

し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
人
類
は
ど
の
よ
う
な
利
益
を
得
る
の

だ
ろ
う
か
。」
と
問
う
て
ヘ
ッ
ケ
ル
は
「
新
生
児
の
選
別
」
を
勧

め
た
（『
生
命
の
不
可
思
議
』
一
九
〇
四
）。
こ
れ
ら
が
海
の
向
こ

う
で
綴
ら
れ
た
、
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
野
蛮
の
言
説
で
は
な
い
こ

と
を
、
読
者
の
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。

　
著
者
は
、
こ
う
し
て
日
本
社
会
の
近
現
代
へ
と
対
象
を
移
し

（
第
四
部 

日
本
社
会
の
〈
闇
の
奥
〉）、「
他
者
蔑
視
の
言
説
と
そ

の
暴
力
を
支
え
る
も
の
が
、
実
は
私
た
ち
の
社
会
の
奥
底
に
あ
る

の
だ
と
す
る
認
識
を
提
示
」
す
る
。
ア
イ
ヌ
や
琉
球
な
ど
に
暮
ら

す
「
土
人
」
を
「
展
示
」
し
た
「
人
類
館
」
事
件
、
関
東
大
震
災

に
お
け
る
朝
鮮
人
虐
殺
、
被
験
者
を
「
マ
ル
タ
」
と
呼
ん
で
生
体

実
験
を
行
っ
た
七
三
一
部
隊
、
現
代
日
本
の
人
種
差
別
・
障
害
者

差
別
を
象
徴
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
相
模
原
事
件
。
日
本
の

〈
闇
の
奥
〉
は
、
読
者
の
心
を
さ
ら
に
突
き
刺
し
て
く
る
。

　
こ
う
し
て
、
闇
を
明
る
み
に
だ
し
た
先
に
何
が
あ
る
の
か
。
読

者
は
そ
れ
を
す
べ
て
自
ら
引
き
受
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
。

　
最
終
章
で
著
者
は
、「
陳
腐
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
」

と
断
っ
た
上
で
、「
野
蛮
の
言
説
」
は
人
々
の
「
共
通
感
覚
」
と

し
て
の
常
識
に
潜
在
的
に
宿
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
た
め

に
は
、
常
識
を
相
対
化
し
、「
自
分
の
意
見
や
判
断
の
根
拠
を
絶

え
ず
検
証
す
る
よ
う
努
力
す
る
」
し
か
方
法
は
な
い
と
述
べ
て
い

る
（
三
三
二
頁
）。

　
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
分
の
内
面
化
し
た

価
値
観
の
中
に
無
意
識
に
も
っ
て
い
る
「
野
蛮
」
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
誰
の
心
の
裏
側
に
も
暗
く
広
が
っ
て
い
て
気
づ
か
れ
な
い
。
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む
し
ろ
自
分
は
常
に
正
義
の
側
に
い
る
と
信
じ
て
い
る
。

　
本
書
の
狙
い
は
、「〈
野
蛮
の
言
説
〉
が
な
ぜ
生
み
出
さ
れ
て
し

ま
う
の
か
、
そ
れ
を
本
当
に
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
一

緒
に
考
え
る
こ
と
」（
一
九
頁
）
だ
と
い
う
。
著
者
の
優
れ
た
考

察
に
よ
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
差
別
と
排
除
の
精
神
史
」
を
読
了
し

て
、
願
わ
く
は
、
そ
の
克
服
に
つ
い
て
著
者
の
考
え
を
さ
ら
に
聞

き
、
論
じ
あ
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
だ
。


