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紹
介
と
批
評

L
・
マ
ル
ソ
ン
著

中
野
善
達
・
南
　
直
樹
訳

『
野

生
　
児

ー
そ
の
神
話
と
真
実
i
』

　
一
、
本
書
は
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
心
理
学
者
い
8
δ
p
竃
巴
8
昌
の
著
わ
し
た

い
Φ
ω
国
艮
器
富
ω
鎧
く
夷
Φ
賃
目
鴫
爵
Φ
g
国
鐙
浮
ひ
（
一
九
六
四
年
）
　
が
訳
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
二
、
人
は
自
分
自
身
を
み
つ
め
る
と
ぎ
何
を
思
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
は
よ

く
、
「
自
分
自
身
に
な
り
た
い
」
と
か
「
自
分
自
身
の
生
ぎ
方
を
正
直
に
生
ぎ

て
ゆ
き
た
い
」
と
か
言
う
。
人
が
そ
う
し
た
考
え
を
持
つ
と
ぎ
、
各
個
人
に
と
つ

て
自
分
自
身
と
は
一
体
な
ん
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
ば
自
分
だ
け
で
し
か

な
い
ゆ
え
に
自
分
に
し
か
わ
か
ら
ぬ
何
か
が
そ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

し
て
、
す
べ
て
の
個
人
に
固
有
の
自
分
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
さ
か
ん
に

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
〔
の
危
機
が
〕
問
題
に
さ
れ
る
。
あ
る
人
が
、
自
分
が
自

分
で
あ
る
こ
と
の
固
有
性
な
り
証
し
は
、
さ
ら
に
は
あ
る
一
群
の
一
員
で
あ
る

と
自
己
判
定
す
る
根
拠
は
ど
う
し
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
社
会

化
の
過
程
に
よ
る
の
で
あ
り
、
各
自
を
照
射
し
た
外
的
状
況
が
そ
の
人
な
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
（
二
二
四
）

自
分
を
形
成
し
て
ぎ
た
の
だ
と
公
式
的
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
自
己
が
自
己
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
人
が
自
分
を
社
会
内
の
一
個
人

そ
あ
る
と
意
識
す
る
こ
と
の
根
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
疑
間
は
残
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
か
け
は
、
い
つ
人
間
が
個
人
に
な
つ
た
の
か
を

問
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
広
い
意
味
で
の
社
会
学
と
政
治
学
を
今
目
さ
さ
え
て
い
る
主
要
理
論
の
ひ
と

つ
は
行
為
の
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
く
構
造
機
能
分
析
な
い
し
体
系
論
で
あ

る
。
こ
れ
ら
理
論
の
論
理
的
問
題
点
は
、
社
会
の
形
成
そ
の
も
の
を
説
明
で
き

な
い
点
に
あ
る
。
機
能
主
義
的
諸
理
論
に
向
け
ら
れ
た
、
社
会
変
動
を
説
明
し

え
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
周
知
の
批
判
は
、
機
能
主
義
が
社
会
の
生
成
を
説

明
し
え
な
い
こ
と
の
批
判
に
書
き
改
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
変
動
の
処

理
を
不
可
能
に
L
た
原
因
と
さ
れ
る
規
範
至
上
主
義
の
よ
り
重
大
な
る
欠
陥

は
、
社
会
の
生
成
を
説
明
し
え
ぬ
点
に
こ
そ
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
。
規
範
と
そ
れ
を
支
え
る
文
化
が
社
会
成
員
の
行
動
と
思
考
を
拘
東
す
る
こ

と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
文
化
は
社
会
と
共
に
発
生
し
た
に
ち
が

い
な
く
、
文
化
を
も
つ
て
社
会
の
生
成
を
説
明
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能

で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
関
係
が
解
明
さ
れ
れ
ば
、
社
会
変
動
の
説
明
も
自
動
的

に
処
理
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
社
会
の
生
成
を
考
え
る
と
き
、
ま
ず
社
会
な
ぎ
状
態
を
論
理
的
に
想
定
す
る

こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
よ
い
。
そ
こ
で
は
個
人
が
個
人
だ
け
で
し
か
な
い
状
態
で

存
在
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
い
や
、
個
人
と
言
う
の
も
不
正
確
で
あ
る
。

ひ
と
り
の
人
間
が
多
数
い
る
状
態
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
状
態
に
あ

る
人
間
は
自
分
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
ば
今
日
の
我



々
が
考
え
る
自
己
と
い
う
意
識
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
意
識
な
り
思
考
は
社
会

と
文
化
の
相
互
融
合
状
態
の
な
か
か
ら
い
つ
と
は
な
く
生
れ
培
わ
れ
堆
積
し
、

今
日
の
個
人
が
個
人
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
免
最
初
の
論
理
的
設
定
よ

り
こ
の
よ
う
に
仮
定
す
れ
ば
、
社
会
な
き
人
間
の
持
つ
意
識
は
皆
無
で
あ
る
か

よ
ほ
ど
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
彼
が
個

人
に
な
る
過
程
、
換
言
し
て
社
会
が
生
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
の
根
源
的
動
因
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
個
人
と
社
会
と
文
化
の
ず
べ
て
の
源
泉
と
な
る
動
因

は
、
人
問
そ
の
も
の
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
文
化
と
い
う
衣
服
を
は
ぎ
と
つ
た
裸
の
人
間
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
文
化
人
類
学
の
は
た
し
た
役
割
は
大
き
く
、
西
洋
文

化
と
い
う
衣
服
を
持
た
な
い
、
別
様
の
個
人
の
存
在
を
み
せ
て
く
れ
た
。
こ
れ

に
触
発
さ
れ
て
裸
の
人
間
像
を
論
理
的
に
推
論
す
る
こ
と
も
広
範
に
行
な
わ

れ
、
科
学
的
思
考
に
多
く
の
共
有
財
産
を
残
し
て
く
れ
て
い
る
。
だ
が
、
文
化

人
類
学
が
対
象
に
し
た
の
は
未
開
と
い
え
ど
も
社
会
に
住
む
個
人
で
あ
り
、
こ

こ
で
い
う
人
間
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
薗
。
よ
り
人
間
に
近
営
個
人
を
観
察
す

れ
ば
、
人
間
の
生
の
姿
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
、
個
人
を
作
り
あ
げ
て
ゆ

く
原
動
力
を
人
間
の
う
ち
に
見
出
せ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

は
、
社
会
か
ら
で
き
る
だ
け
隔
絶
し
た
生
活
を
送
つ
た
人
を
観
察
す
れ
ば
よ
い

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
条
件
は
実
験
的
に
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
偶
然
の

機
会
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
状
況
下
に
置
か
れ
た
人

々
の
記
録
も
か
な
り
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
μ
野
生
児
”
の
記
録
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　
三
、
本
書
は
「
野
生
児
の
記
録
」
と
銘
う
つ
て
種
々
の
文
献
が
翻
訳
刊
行
さ

　
　
　
紹
介
と
批
評

れ
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
の
第
五
番
目
に
あ
た
つ
て
い
る
。
筆
者
は
、
著
者
に
つ
い

て
の
事
前
の
知
識
は
な
く
、
訳
者
あ
と
が
ぎ
に
よ
つ
て
、
「
ボ
ー
モ
ソ
国
立
教

育
専
門
学
校
の
教
授
で
唯
物
弁
証
法
に
立
脚
し
て
い
る
学
者
で
あ
る
」
こ
と
を

知
る
の
み
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
と
い
う
と
、
所
謂
人
間
性
つ
ま
り
個
人
の

性
格
は
遺
伝
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
環
境
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ

る
の
か
を
論
点
に
、
具
体
的
事
例
で
も
つ
て
こ
の
論
争
に
答
え
を
導
び
き
、
そ

の
締
め
く
く
り
と
し
て
野
生
児
の
記
録
に
目
を
通
す
と
い
う
筋
書
に
な
つ
て
い

る
。
逐
次
内
容
を
簡
単
に
み
て
ゆ
こ
う
。

　
「
野
生
児
と
『
人
問
の
本
性
』
の
問
題
」
と
題
さ
れ
る
序
章
で
は
冒
頭
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
せ
い

問
題
が
鮮
烈
に
提
起
さ
れ
る
。
「
人
間
は
本
性
と
い
つ
た
も
の
な
ど
ま
つ
た
く

も
つ
て
い
ず
、
生
育
史
〔
歴
史
〕
だ
け
を
も
つ
て
い
る
の
だ
と
い
う
考
え
は
、

や
が
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
考
え
で
あ
ろ
う
」
（
七
頁
）
。
こ
れ
が
本
書
で
展
開
さ

れ
て
ゆ
く
基
本
主
題
で
あ
る
。
従
つ
て
、
彼
の
考
え
る
人
間
と
は
、
本
能
に
基

く
「
種
」
の
先
験
的
規
定
を
受
け
な
い
、
つ
ま
り
「
種
の
遺
伝
」
に
依
存
す
る

こ
と
の
な
い
生
物
で
あ
り
、
習
得
さ
れ
た
人
間
性
に
よ
り
行
動
す
る
生
物
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
社
会
か
ら
は
み
出
し
た
野
生
児

こ
そ
、
こ
の
基
本
的
主
張
を
確
め
る
素
材
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
「
個
人
の
遺
伝
と
種
の
遺
伝
」
と
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
テ

ー
マ
は
「
本
性
」
の
否
定
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
個
々
の
人
問
に
は
、
各
動
物

が
行
動
の
指
図
書
と
し
て
所
有
し
て
い
る
本
能
に
対
応
す
る
意
味
で
の
本
性
な

ど
あ
り
え
な
い
。
各
動
物
は
そ
の
行
動
の
仕
方
を
決
定
し
て
し
ま
う
本
能
を
遺

伝
的
に
継
承
す
る
が
、
人
間
そ
う
し
た
本
性
な
る
も
の
を
遺
伝
的
に
受
け
つ
ぐ

こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
家
系
社
会
学
や
一
卵
性
双
生
児
と
二
卵
性
双
生
児
の
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
（
二
二
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

較
研
究
を
よ
く
検
討
す
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
一
見
、
遺
伝
に
よ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
親
子
や
兄
弟
の
類
似
性
も
、
実
は
環
境
の
共
有
に
起
因
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
環
境
は
個
人
の
行
動
を
決
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

（
個
人
の
）
主
体
に
よ
る
働
き
か
け
を
受
け
て
、
始
め
て
行
動
の
規
定
に
作
用

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
人
問
と
い
う
ひ
と
つ
の
種
を
考
え
た
場
合
で
も
普

遍
的
な
人
間
の
本
性
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
各
国
家
な
い
し

各
種
族
の
生
活
様
式
が
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
異
な
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。
人
間
と
動
物
と
の
間
に
あ
る
差
異
も
、
人
間
行
動
の
規
定
因
と
し
て
は

無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
動
物
と
異
な
り
、
知
能
面
で
は
時
間
・
空

間
か
ら
の
自
由
、
純
粋
な
物
的
思
考
、
統
合
の
能
力
と
い
う
特
性
を
、
感
情
面

で
は
規
範
の
要
請
、
相
互
の
契
約
、
贈
答
の
行
為
と
い
う
特
性
を
有
し
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
特
性
は
可
能
性
と
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
つ

て
、
社
会
的
環
境
と
の
接
触
な
し
に
は
開
花
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
は
野
生
児
の
記
録
の
点
検
と
紹
介
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
数
多
く
の

野
生
児
の
報
告
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
に
は
事
実
か
ど
う
か
疑
し
い
も

の
も
あ
る
が
、
確
か
に
野
生
の
人
間
の
記
録
と
し
て
信
用
で
き
る
も
の
も
多
数

あ
る
。
こ
れ
ら
野
生
児
に
共
通
す
る
特
徴
は
、
四
足
に
よ
る
移
動
と
言
葉
を
持

つ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
野
生
児
と
し
て
発
見
さ
れ
る
人
間
は

す
べ
て
先
天
的
な
精
神
薄
弱
な
い
し
知
能
に
欠
陥
あ
る
も
の
な
り
と
し
て
片
づ

け
る
議
論
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
文
化
の
剥
奪
が
人
間
を
野
生
の

状
態
ー
動
物
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
本
能
に
導
び
か
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
何
事

も
な
し
得
ぬ
状
態
ー
ー
に
止
め
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
発
見
さ
れ

保
護
さ
れ
た
野
生
児
の
多
く
が
、
学
習
に
最
適
な
時
期
を
逸
し
て
い
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
二
　
　
　
（
二
二
六
）

非
常
に
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
言
語
を
学
習
し
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。
ま
た
動
物
が
人
間
を
育
て
る
こ
と
な
ど
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
意
見
も
あ

る
が
、
そ
う
し
た
事
柄
を
全
く
不
可
能
事
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
信
頼

に
足
る
幾
つ
か
の
事
例
の
報
告
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
第
三
章
で
は
、
著
者
の
考
え
方
を
裏
づ
け
る
た
め
に
、
最
も
信
頼
に
値
す
る

野
生
児
の
記
録
が
要
約
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
生
れ
て
か
ら
ほ
と
ん
ど

の
期
間
（
一
七
ま
で
）
外
的
世
界
と
の
接
触
を
絶
た
れ
孤
独
の
う
ち
に
育
て
ら

れ
た
カ
ス
パ
ー
・
ハ
ウ
ザ
ー
の
例
、
第
二
は
、
狼
に
育
て
ら
れ
た
ア
マ
ラ
と
カ

マ
ラ
の
例
（
発
見
時
一
歳
半
と
八
歳
半
）
、
第
三
は
、
最
も
完
全
な
る
孤
独
の
う
ち

に
育
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
ア
ヴ
ェ
p
ン
の
野
生
児
と
呼
ば
れ
て
い
る
ヴ
ィ
ク
ト

ー
ル
の
例
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
野
生
児
が
決
し
て
精
神
薄
弱
な
ど
で
は
な

く
、
徐
々
に
社
会
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
紹
介
し
て
い
る
。

　
四
、
本
書
は
、
野
生
児
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
お
よ
び
そ
の
具

体
的
事
例
を
理
解
さ
せ
る
点
で
は
す
ぐ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
野
生
児
の
記

録
の
手
引
書
な
い
し
概
説
書
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
幾
つ

か
の
事
例
の
検
討
は
、
著
者
の
主
張
ー
人
間
に
固
有
の
心
的
本
性
な
ど
な
い

ー
を
裏
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社
会
的
人
間
と
の
接
触

を
絶
た
れ
た
野
生
児
達
は
、
動
物
の
文
化
を
摂
取
す
る
か
、
全
く
何
も
な
し
え

な
い
状
態
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
者
は
人

問
に
社
会
化
を
受
容
す
る
意
欲
の
あ
る
こ
と
ま
で
は
否
定
せ
ず
、
環
境
に
働
ぎ

か
け
そ
の
対
応
を
受
容
す
る
主
体
と
い
う
概
念
を
用
意
し
て
い
る
。
人
問
が
文

化
を
作
り
社
会
を
形
成
し
て
き
た
以
上
、
人
間
の
う
ち
に
何
ら
か
の
能
力
な
い

し
衝
動
の
存
す
る
こ
と
を
論
理
的
に
仮
定
す
る
の
は
ご
く
常
識
的
な
見
方
で



あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
際
、
構
成
概
念
の
導
入
に
あ
た
つ
て
は
十
分
な
慎
重
さ

が
要
求
さ
れ
よ
う
。
構
成
概
念
は
実
体
が
な
い
だ
け
に
厳
密
な
概
念
規
定
を
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
書
で
は
こ
の
点
が
ひ
と
つ
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
主
体
概
念
の
導
入
が
曖
昧
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
遺
伝
と
環
境
と
は
…
…
『
主
体
』
と
い
う
『
貫
い
て
照
ら
す
光
』
…
…
が
組

織
し
生
じ
さ
せ
る
、
主
体
の
弁
証
法
の
両
極
概
念
な
の
で
あ
ゑ
（
四
六
頁
）
と

述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
主
体
と
本
性
と
の
ち
が
い
、
主
体
の
は
た
す
役

割
、
そ
の
輪
郭
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
弁

証
法
と
い
う
枠
は
は
め
ら
れ
て
い
て
も
、
こ
れ
で
は
本
性
を
否
定
し
な
が
ら
主

体
を
設
定
す
る
こ
と
が
説
得
力
に
欠
け
る
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
先
に
述
べ
た
筆
者
の
関
心
領
域
か
ら
の
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。
一

言
で
述
べ
れ
ぽ
、
個
人
が
自
分
自
身
な
い
し
は
自
我
と
思
う
内
容
は
文
化
的
所

産
で
あ
る
こ
と
が
野
生
児
達
の
記
録
に
よ
つ
て
も
支
持
さ
れ
て
し
ま
つ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
他
者
と
の
接
触
を
な
く
し
た
野
生
児
達
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生

き
た
世
界
の
な
か
で
し
か
自
分
に
な
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
要
求
は
生
理
的
要

求
の
充
足
ま
で
も
が
、
彼
ら
の
生
活
し
た
環
境
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
人
間
が
人
間
と
し
て
、
換
言
し
て
自
分
が
自
分
と
し
て
生
活
し
て

い
る
有
様
は
つ
と
に
文
化
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
人
間
は
文
化
を
ど
の
よ

う
に
し
て
作
り
あ
げ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
点
に
関
心
が
あ
り
、

是
非
と
も
そ
の
過
程
を
知
り
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
既
述
の
如
く
、
そ
の
究
明
こ

そ
が
社
会
学
と
政
治
学
に
大
き
な
理
論
的
発
展
を
約
束
す
る
と
信
じ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
に
記
さ
れ
た
範
囲
内
で
は
野
生
児
が
文
化

　
　
　
紹
介
と
批
評

を
創
造
し
て
い
る
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
期
待
は
ず
れ
に
終
つ

た
が
、
人
間
の
基
本
的
要
求
の
充
足
の
仕
方
に
つ
い
て
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
部

分
が
多
か
つ
た
。
本
書
を
手
が
か
り
に
さ
ら
に
詳
し
く
野
生
児
の
行
動
に
関
心

を
移
し
て
ゆ
け
ば
、
筆
者
の
期
待
も
か
な
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
つ
て

い
る
。
目
的
も
な
く
読
め
ば
、
た
だ
の
物
語
に
す
ぎ
な
く
な
つ
て
し
ま
う
が
、

人
間
と
文
化
の
か
か
わ
り
に
関
心
を
有
す
る
読
者
に
は
興
味
の
尽
き
る
こ
と
の

な
い
本
書
で
あ
る
。
最
後
に
訳
文
も
平
易
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
筆
を
置
く
こ

と
に
す
る
。
（
福
村
出
版
、
四
六
判
、
一
八
二
頁
、
一
九
七
七
年
）
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