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も
は
や
、「
滑
稽
」
で
あ
る
。
歴
史
的
、可
変
的
現
象
と
し
て
の
「
男

ら
し
さ
」
― 

本
書
に
お
け
る
「
男
ら
し
さ
」
と
はvirilité

で
あ
り
、

「
男
で
あ
る
こ
と
」m

asculinité

と
は
区
別
さ
れ
る 
― 
は
、
執
筆

者
四
〇
名
の
脱
領
域
的
知
性
と
多
様
な
専
門
性
に
よ
る
精
密
な
検
証

の
な
か
で
丸
裸
に
さ
れ
る
。
読
者
の
眼
前
に
現
れ
る
「
男
ら
し
さ
」

の
像
は
、
歴
史
の
消
失
の
歴
史

4

4

4

4

4

4

4

4

を
物
語
る
。

　
本
書
評
が
対
象
と
し
た
第
Ⅲ
巻
が
扱
う
現
代
は
、「
男
ら
し
さ
」

を
永
続
さ
せ
る
強
力
な
装
置
や
場
、
そ
れ
ら
を
補
完
す
る
虚
構
は
依

然
存
在
す
る
も
の
の
、
科
学
技
術
の
発
展
と
言
説
に
よ
り
「
男
ら
し

さ
」
は
弱
体
化
さ
れ
、
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。「
男

ら
し
さ
」
の
不
安
が
い
び
つ
な
「
男
ら
し
さ
」
を
発
現
さ
せ
て
い
く

様
が
、実
に
多
角
的
な
視
点
か
ら
鋭
敏
な
分
析
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
。

　
ま
ず
、
各
章
を
順
に
概
観
し
て
お
こ
う
。

第
Ⅰ
部
「
男
性
支
配
の
起
源
、
変
容
、
瓦
解
」

　
ク
ロ
デ
ィ
ー
ヌ
・
ア
ロ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
第
一
章
「
男
ら
し
さ
の
人

類
学
―
無
力
に
た
い
す
る
恐
怖
」
は
、男
性
支
配
の
起
源
に
着
眼
し
、

そ
の
出
現
に
陰
湿
さ
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

　
男
性
の
連
帯
は
、
孤
立
し
た
個
人
で
あ
れ
ば
不
安
に
思
う
か
も
し

れ
な
い
無
力
に
対
し
て
、
結
束
し
て
集
団
的
な
か
た
ま
り
と
な
る
こ

と
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
方
策
で
あ
る
と
看
破
し
、「
男
は
強
く
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
以
上
に
、
自
分
が
強
い
と
示
さ
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
強
迫
観
念
に
取
り
憑
か
れ
た
男
た
ち
が
何
に
も
ま
し
て

恐
れ
る
の
は
、
自
分
た
ち
の
傷
つ
き
や
す
さ
や
無
力
さ
が
暴
か
れ
る

こ
と
で
あ
る
と
、
そ
の
仮
面
を
剥
ぐ
の
だ
。

　
さ
ら
に
本
章
は
男
性
支
配
が
辿
る
変
容
・
瓦
解
の
運
命
が
、
他
者

を
肉
体
的
あ
る
い
は
心
理
的
な
弱
者
の
位
置
に
置
く
恣
意
性
と
不
明

確
な
差
異
に
よ
る
境
界
線
の
曖
昧
さ
に
起
因
す
る
こ
と
を
立
証
す

る
。

　
第
二
章
に
は
、
ア
ン
ヌ
・
キ
ャ
ロ
ル
「
医
学
と
向
か
い
合
う
男
ら

し
さ
」
が
置
か
れ
る
。

　
ホ
ル
モ
ン
と
男
性
性
へ
の
固
執
を
、
フ
ォ
コ
ネ
の
言
葉
「
男
ら
し

い
男
と
は
男
性
性
器
に
も
っ
と
も
似
た
男
」
に
見
出
し
て
い
る
。
や

書
　
評

Ａ
・
コ
ル
バ
ン
、
Ｊ-

Ｊ
・
ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｇ
・
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ 

監
修

『
男
ら
し
さ
の
危
機
？ 

― 

二
〇
―
二
一
世
紀
』

（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
七
年
）

内
田
　
雅
克
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が
て
Ｓ
Ｒ
Ｙ
（
Ｙ
染
色
体
領
域
性
決
定
遺
伝
子
）
の
自
明
性
の
陰
り
、

性
科
学
の
「
男
ら
し
さ
」
の
構
築
へ
の
介
入
を
経
て
、
つ
い
に
は
勃

起
不
全
と
い
う
現
実
を
前
に
注
射
さ
ら
に
は
錠
剤
へ
と
依
存
し
て
い

く
男
の
「
哀
れ
」
な
姿
を
映
し
出
す
。

　
そ
し
て
「
男
ら
し
さ
」
に
関
す
る
偏
狭
な
考
え
方
、
さ
ら
な
る
要

求
と
広
範
囲
に
普
及
し
た
不
安
の
う
え
で
、
医
学
の
二
十
世
紀
は
閉

じ
ら
れ
た
と
結
ぶ
。

　
第
３
章
「
不
安
な
男
ら
し
さ
、
暴
力
的
な
男
ら
し
さ
」
で
は
、

フ
ァ
ブ
リ
ス
・
ヴ
ィ
ル
ジ
リ
が
「
男
ら
し
さ
」
と
暴
力
と
の
親
密
性

を
暴
い
て
い
く
。
二
十
世
紀
の
「
男
ら
し
さ
」
の
歴
史
に
お
い
て

暴
力
は
家
父
長
的
権
力
の
た
め
の
使
用
を
正
当
化
さ
れ
て
き
た
が
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
法
的
に
も
社
会
的
に
も
平
等
性
は
実
現
さ
れ
、

暴
力
的
な
「
男
ら
し
さ
」
は
「
普
通
」
で
は
な
く
な
り
、告
訴
さ
れ
、

議
論
さ
れ
、有
罪
判
決
を
下
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
と
歴
史
を
読
む
。

と
は
い
え
、
暴
力
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
指
標
を
失
っ
た
男
た
ち

が
頼
る
「
防
衛
的
な
男
性
性
」
で
あ
り
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
表

面
的
な
変
化
に
も
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
依
然
と
し
て
数
多
存
在

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
大
き
な
疑
問
符
を
突
き
付
け
て
い

る
。

　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
バ
ー
ル
は
、
第
四
章
に
「
女
性
の
鏡
に
う
つ

る
男
ら
し
さ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
し
、「
男
ら
し
さ
」
を
纏
う

女
性
に
視
点
を
置
く
。
男
性
性
と
「
男
ら
し
さ
」
が
分
離
可
能
で
あ

る
と
い
う
こ
と
の
後
世
に
続
く
安
定
し
た
証
明
と
し
て
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ

ル
ク
を
登
場
さ
せ
、
さ
ら
に
図
版
の
ポ
ス
タ
ー‘W

e can do it!’

に

映
る
筋
骨
隆
々
の
女
性
軍
人
に
明
快
に
実
証
さ
せ
る
。「
男
ら
し
さ
」

を
纏
っ
た
女
、
さ
ら
に
視
界
に
入
っ
て
き
た
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
、
ク
ィ
ア
な

ど
は
、
男
の
基
盤
を
揺
る
が
す
脅
威
と
な
り
、
も
は
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー

は
大
き
な
亡
霊
と
し
て
認
知
さ
れ
、
二
元
論
的
な
も
の
と
し
て
は
み

な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
男
な
し
の
「
男
ら
し
さ
」
が
破

壊
力
を
持
っ
て
二
元
的
シ
ス
テ
ム
を
脅
か
し
て
い
る
と
、
そ
の
動
態

を
捉
え
る
。
ま
た
そ
の
一
方
で
「
女
ら
し
さ
」
を
求
め
る
言
説
が
い

ま
だ
な
お
散
在
し
て
い
る
現
実
も
見
逃
し
て
は
い
な
い
。

　
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
Ｅ
・
フ
ォ
ー
ス
の
「
英
語
圏
の
男
性
性
と
男

ら
し
さ
」
と
題
す
る
第
五
章
が
、
第
Ⅰ
部
を
締
め
く
く
る
。
女
性
的

な
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
男
ら
し
さ
」
が

統
制
と
支
配
に
基
づ
く
社
会
構
造
へ
と
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
、
男
性

性
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
性
、
人
種
、
階
級
と
い
う
問
題
と
も
絡
む
必
然

性
、
そ
し
て
フ
ァ
シ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
男
の
不
安
の
西
洋
と
く
に
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
現
在
進
行
形
の
拡
大
を
指
摘
し
て
い
く
。

　
ま
た
同
性
愛
の
性
に
目
を
転
じ
、「
男
ら
し
さ
」
の
追
求
を
自
ら

に
強
く
求
め
た
中
産
階
級
に
よ
っ
て
差
異
の
境
界
線
が
強
く
引
き
直

さ
れ
た
こ
と
を
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
チ
ョ
ー
ン
シ
ー
『
ゲ
イ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
』
を
引
用
し
説
く
。
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Ａ
・
コ
ル
バ
ン
、
Ｊ-

Ｊ
・
ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
、
Ｇ
・
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ 

監
修
『
男
ら
し
さ
の
危
機
？ 

― 

二
〇
―
二
一
世
紀
』 （
内
田
）

第
Ⅱ
部
「
男
ら
し
さ
の
製
造
所
」

　
第
一
章
「
ひ
と
は
男
ら
し
く
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
、
男
ら
し
く

な
る
の
だ
」、
ア
ル
ノ
ー
・
ボ
ー
ベ
ロ
ー
は
ボ
ー
ボ
ワ
ー
ル
の
言
葉

を
応
用
す
る
。

　
だ
が
一
方
で
、
少
年
た
ち
の
社
会
化
と
教
育
に
占
め
る
「
男
ら
し

さ
」
の
モ
デ
ル
が
明
白
な
矛
盾
を
呈
し
始
め
、
不
確
か
な
形
象
と
な

り
、
そ
の
男
性
性
は
も
は
や
支
配
の
諸
属
性
の
所
有
を
特
徴
と
し
て

い
な
い
事
実
を
指
摘
す
る
。
父
性
そ
の
も
の
が
、「
男
ら
し
さ
」
の

標
識
と
し
て
登
場
し
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
第
二
章
「
描
か
れ
た
男
ら
し
さ
と
青
少
年
文
学
」
に
お
い
て
、
パ

ス
カ
ル
・
オ
リ
ー
は
日
本
の
マ
ン
ガ
に
言
及
す
る
。
日
本
の
マ
ン
ガ

に
は
読
者
と
相
関
さ
せ
る
べ
き
多
種
多
様
な
「
男
ら
し
い
」
人
物
像

が
創
生
さ
れ
、
さ
ら
に
両
義
的
な
像
が
導
入
さ
れ
て
い
る
と
分
析
す

る
。

　
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
オ
ー
ド
ワ
ン
＝
ル
ゾ
ー
の
第
三
章
「
軍
隊
と
戦
争
」

は
、
軍
隊
の
女
性
化
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。

　
軍
隊
の
女
性
化
を
あ
ら
た
な
位
相
の
亀
裂
と
解
釈
し
な
が
ら
も
、

性
の
障
壁
や
排
除
が
依
然
と
残
存
し
、
も
っ
と
も
明
確
に
侵
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
紛
争
の
中
枢
に
い
た
っ
て
も
遮
断
性
を
保
ち
つ
づ
け
た

事
実
を
暴
く
。そ
し
て
性
同
一
性
喪
失
を
巡
る
最
近
の
事
例
と
し
て
、

イ
ラ
ク
人
捕
虜
へ
の
米
軍
女
性
に
よ
る
虐
待
を
挙
げ
る
。そ
こ
に「
男

ら
し
さ
」
の
ア
メ
リ
カ
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
再
び
支
配
的
に
な

る
こ
と
へ
の
困
惑
、現
代
社
会
の
つ
な
ぎ
目
と
し
て
の
「
男
ら
し
さ
」

を
打
倒
す
る
こ
と
の
困
難
性
を
見
て
い
る
。

　「
ス
ポ
ー
ツ
の
男
ら
し
さ
」、
こ
の
蜜
月
関
係
に
メ
ス
を
入
れ
る
の

が
第
四
章
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
の
歴

史
に
よ
っ
て
「
男
ら
し
さ
」
を
巡
る
ひ
と
つ
の
歴
史
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。

　
二
十
世
紀
は
じ
め
ス
ポ
ー
ツ
は
完
璧
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
男
の
特

性
を
想
起
さ
せ
た
が
、
そ
の
後
の
女
子
の
台
頭
は
力
強
い
男
子
の
資

質
と
さ
れ
て
き
た
も
の
が
女
子
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
避
け

が
た
い
亀
裂
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
。
日
本
の
ア
ニ
メ
『
ア
タ
ッ

カ
ー
Ｙ
Ｏ
Ｕ
！
』、あ
る
い
は
エ
レ
ガ
ン
ト
な
ベ
ッ
カ
ム
選
手
に
よ
っ

て
、「
男
ら
し
さ
」
と
力
を
結
び
付
け
て
い
た
協
定
は
、「
女
ら
し
さ
」

と
弱
さ
と
を
つ
な
ぐ
協
定
を
巻
き
込
ん
で
消
え
去
る
と
、ミ
シ
ェ
ル
・

ト
ゥ
ル
ニ
ェ
の
言
葉
を
引
く
。

　
そ
の
一
方
で
、
ス
ポ
ー
ツ
の
「
男
ら
し
さ
」
へ
の
固
執
は
格
闘
技

や
ラ
グ
ビ
ー
に
そ
の
居
場
所
を
見
出
し
て
い
る
が
、
神
話
的
な
必
要

性
と
老
化
は
避
け
が
た
い
と
断
じ
る
。

　
第
五
章
は
ド
ミ
ニ
ク
・
カ
リ
フ
ァ
「
犯
罪
者
の
男
ら
し
さ
？
」
で

あ
る
。

　
仲
間
か
ら
男
と
し
て
認
め
ら
れ
る
者
は
、「
男
ら
し
さ
」
を
証
明

す
る
共
通
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
と
い
う
。
ひ
と
つ
の
知
と
、
ひ
と

つ
の
モ
ラ
ル
と
、
そ
し
て
あ
る
ひ
と
つ
の
女
使
用
法
と
が
交
差
す
る
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地
点
に
、
ち
ん
ぴ
ら
、
や
く
ざ
、
ゴ
ッ
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
と
い
っ
た
男

の
姿
の
出
現
を
見
る
。

　
崇
拝
の
対
象
で
あ
る
男
た
ち
、
性
的
に
は
支
配
さ
れ
て
い
る
が
社

会
的
に
は
保
護
さ
れ
て
家
事
に
従
事
す
る
女
、
監
獄
の
容
赦
な
い
性

暴
力
に
さ
ら
さ
れ
る
同
性
愛
者 

― 

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

を
犯
罪
者
の
顔
に
映
す
。

　
そ
し
て
少
数
者
、
階
級
、
人
種
、
社
会
的
地
位
の
せ
い
で
機
会
を

奪
わ
れ
て
い
る
人
た
ち
が
「
不
良
の
世
界
」
の
攻
撃
的
な
「
男
ら
し

さ
」
に
集
団
的
な
防
衛
手
段
を
見
出
す
と
い
う
現
実
の
脅
威
に
警
鐘

を
鳴
ら
す
。

第
Ⅲ
部
「
模
範
、
モ
デ
ル
、
反
モ
デ
ル
」

　
冒
頭
に
置
か
れ
る
の
は
、
第
一
章
ジ
ョ
ア
ン
・
シ
ャ
プ
ト
「
フ
ァ

シ
ズ
ム
の
男
ら
し
さ
」
で
あ
る
。

　
フ
ァ
シ
ス
ト
と
は
、
絶
対
的
な
存
在
で
あ
る
男
性
で
あ
り
、
イ
タ

リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
が
見
せ
た「
男
ら
し
さ
」

は
、第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
火
と
殺
戮
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
た「
男

ら
し
さ
」
を
鍛
え
な
お
す
機
会
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈

す
る
。

　
第
二
章
「
労
働
者
の
男
ら
し
さ
」
で
は
、
テ
ィ
エ
リ
ー
・
ピ
ヨ
ン

が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
「
男
ら
し
さ
」
に
迫
っ
て
い
く
。
コ
ミ
ュ

ニ
ス
ト
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
表
象
は
形
式
的
に
は
異
な
っ
て
い
る
が
、

「
握
っ
た
拳
」
を
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
類
縁
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
「
男
ら
し
さ
」
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
秩
序
、
権
力
、
堅
固
さ
を

表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
一
九
五
〇
―
一
九
六
〇
年
代
、
労
働
者
階
級
は
価
値
観
を
根
底
か

ら
揺
る
が
す
変
化
を
経
験
し
、「
男
ら
し
さ
」
と
結
び
つ
い
た
空
間

か
ら
遠
ざ
か
っ
た
と
い
う
。
技
術
の
変
化
と
男
性
社
会
の
絆
の
弱
体

化
を
通
じ
、
今
日
労
働
者
の
「
男
ら
し
さ
」
の
発
現
様
態
は
、
そ
の

正
当
性
を
確
保
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
分
析
す
る
。

　
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ネ
ー
ル
に
よ
る
第
三
章
「
冒
険
家
の
男
ら
し
さ

の
曖
昧
さ
」
は
、
ア
バ
ン
チ
ュ
リ
エ
が
表
象
し
た
「
男
ら
し
さ
」
の

変
化
を
微
細
に
描
き
出
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
冒
険
家
の
「
男
ら
し
さ
」
は
、
社
会
の
根
底
に
あ
っ
た

そ
の
基
準
に
対
す
る
拒
絶
を
示
し
て
い
た
と
い
う
。
二
十
世
紀
の
偉

大
な
冒
険
家
に
よ
っ
て
筋
肉
の
消
失
が
「
男
ら
し
さ
」
の
消
失
を
意

味
し
な
く
な
り
、
さ
ら
に
冒
険
の
女
性
化
が
到
来
し
た
こ
と
か
ら
、

冒
険
家
の
変
容
に
「
男
ら
し
さ
」
の
歴
史
を
重
ね
て
い
く
。

　
フ
ロ
ラ
ン
ス
・
タ
マ
ー
ニ
ュ
は
第
四
章
で
「
同
性
愛
の
変
遷
」
を

緻
密
に
読
み
解
く
。

　
同
性
と
性
的
関
係
を
持
っ
た
り
、
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
り
す
る
男

性
は
、
性
行
動
で
は
な
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
性
的
役
割
に
よ
っ
て
定
義

さ
れ
た
と
い
う
冒
頭
の
指
摘
は
、「
男
ら
し
さ
」
と
同
性
愛
の
微
妙

な
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。「
女
っ
ぽ
い
性
的
倒
錯
者
」
と
い
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―
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世
紀
』 （
内
田
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う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
短
髪
、ひ
げ
の
ク
ロ
ー
ン
像
を
対
比
さ
せ
る
。

　
さ
ら
に
同
性
愛
は
ア
ラ
ブ
、
ア
ジ
ア
の
植
民
地
固
有
の
悪
徳
で
あ

り
、
植
民
地
化
さ
れ
た
人
々
は
女
性
的
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
性
の

構
造
の
地
政
学
的
な
変
動
に
言
及
す
る
。
ま
た
ゲ
イ
文
化
の
大
衆
文

化
へ
の
接
近
を
見
て
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
男
性
性
の
概
念
自

体
も
絶
え
間
な
く
再
定
義
さ
れ
て
い
る
、
と
動
態
に
目
を
凝
ら
す
。

だ
が
、
男
性
支
配
が
問
い
直
さ
れ
た
り
、
同
性
愛
嫌
悪
の
暴
力
が
な

く
な
っ
た
り
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
現
実
を
も
同
時
に
見
据
え

る
。

　
第
五
章
ク
リ
ス
タ
ル
・
タ
ロ
ー
「
植
民
地
お
よ
び
植
民
地
以
降

の
男
ら
し
さ
」
は
、
植
民
地
現
地
人
の
獣
の
よ
う
な
「
男
ら
し
さ
」、

Ｂ
Ｍ
Ｃ
（
戦
地
娼
館
）、
そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
ポ
ス
ト
植
民
地
に

お
け
る
植
民
地
時
代
の
現
地
人
の
遺
産
の
継
承
者
と
も
い
え
る
フ
ラ

ン
ス
の
「
ゴ
ロ
ツ
キ
」
へ
と
目
を
転
じ
て
い
く
。

第
Ⅳ
部
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
、
ミ
ラ
ー
ジ
ュ
、
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
」

　
第
一
章
は
、
ブ
ル
ー
ノ
・
ナ
シ
ム
・
ア
ブ
ド
ラ
ル
「
露
出
―
裸
に

さ
れ
た
男
ら
し
さ
」
で
あ
る
。

　
男
は
フ
ァ
ロ
ス
の
卓
越
し
た
象
徴
的
秩
序
へ
自
分
が
生
ま
れ
つ
き

参
加
し
て
い
る
こ
と
を
、
自
分
の
解
剖
学
上
の
性
器
か
ら
推
論
す
る

と
説
く
。
男
の
解
剖
学
的
な
性
器
、象
徴
的
な
性
器
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
の
諸
関
係
の
複
雑
性
を
再
発
見
す
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
「
受
肉
せ
る
天
使
」
に
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
ま
ぬ
が

れ
て
い
る
よ
う
な
人
間
を
再
び
見
出
し
た
い
と
い
う
欲
望
を
読
み
取

る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
な
お
陰
茎
（
勃
起
し
た
性
器
）
は
持
ち
主

の
生
命
と
は
独
立
し
た
固
有
の
生
命
を
授
け
ら
れ
て
い
る
と
結
ぶ
。

　
第
二
章
「
映
写
―
ス
ク
リ
ー
ン
に
お
け
る
男
ら
し
さ
」
で
は
、
ア

ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ド
・
ベ
ッ
ク
が
映
画
の
な
か
に
「
男
ら
し
さ
」
を
追
う
。

「
男
ら
し
さ
」を
あ
る
歴
史
的
な
時
期
と
社
会
的
な
空
間
の
プ
ン
ク
ッ

ト
ゥ
ム
と
解
釈
す
る
。

　
初
期
映
画
に
男
性
の
運
動
選
手
の
身
体
誇
示
を
見
出
し
、
タ
ー
ザ

ン
に
「
遠
国
の
男
ら
し
さ
」
と
ヒ
ョ
ウ
柄
の
皮
の
パ
ン
ツ
に
秘
め
ら

れ
た
エ
ロ
ス
を
見
抜
く
。

　
西
部
人
と
の
決
闘
は
「
男
ら
し
さ
」
の
頂
点
を
極
め
た
が
、
そ
こ

に
も
曖
昧
な
ヒ
ー
ロ
ー
の
発
明
、
そ
の
後
の
老
衰
・
退
廃
と
い
っ
た

消
失
の
歴
史
を
読
み
解
く
。
そ
の
後
の「
よ
そ
者
」の
格
闘
家
ブ
ル
ー

ス
・
リ
ー
、
超
人
的
な
ラ
ン
ボ
ー
、
ス
ー
パ
ー
マ
ン
、
タ
ー
ミ
ネ
ー

タ
ー
へ
と
変
貌
し
て
い
く
「
男
ら
し
さ
」
の
像
を
映
し
出
す
。

　
第
三
章
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
「
文
明
の
な
か

の
巨
漢
―
男
ら
し
さ
の
神
話
と
筋
肉
の
力
―
に
よ
っ
て
、
膨
大
な
本

書
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　「
ペ
ニ
ス
の
黄
昏
」
と
い
う
悲
哀
に
満
ち
た
タ
イ
ト
ル
か
ら
始
め
、

そ
こ
に
多
く
の
深
刻
な
起
源
を
見
出
し
て
い
く
。「
男
ら
し
さ
」、「
男

ら
し
さ
」
の
腐
臭
、
数
千
年
に
及
ぶ
占
有
と
虚
栄
、
そ
し
て
喪
失
へ
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史
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の
恐
れ
を
見
破
る
。「
筋
肉
は
も
は
や
一
方
の
性
の
特
権
で
も
、
支

配
の
印
に
も
な
り
え
な
い
」、「
老
化
、
不
能
、
死
と
の
戦
い
が
「
男

ら
し
さ
」
に
と
っ
て
の
強
迫
観
念
と
な
る
」、「
今
や
「
男
ら
し
さ
」

は
錠
剤
あ
る
い
は
注
射
液
と
し
て
、
販
売
さ
れ
て
い
る
」
と
、
揺
さ
4

4

ぶ
ら
れ
た

4

4

4

4

「
男
ら
し
さ
」
を
炙
り
出
す
。

　「
男
ら
し
さ
」
の
前
提
と
な
る
男
性
の
力
を
不
安
定
に
す
る
諸
要

素
を
懐
胎
す
る
た
び
に
、
す
な
わ
ち
恒
常
的
に
、
そ
れ
は
危
機
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
と
結
ん
で
い
る
。

　
緻
密
な
例
証
と
実
証
を
通
し
て
、
本
書
の
書
き
手
た
ち
は
「
男
ら

し
さ
」
の
対
抗
・
拮
抗
・
変
容
・
瓦
解
の
動
態
を
描
く
。
そ
の
勢
い

は
終
始
弛
む
こ
と
を
知
ら
な
い
。

　「
男
ら
し
さ
」
の
仮
面
を
容
赦
な
く
剥
ぎ
、
と
き
に
は
表
面
的
な

変
化
に
惑
わ
さ
れ
ず
疑
問
符
を
投
げ
か
け
る
。
男
な
し
の
「
男
ら
し

さ
」
の
破
壊
力
と
「
女
ら
し
さ
」
の
要
求
を
対
立
さ
せ
る
。
そ
し
て

つ
ね
に
現
代
の
世
界
情
勢
を
射
程
に
入
れ
、
ア
メ
リ
カ
で
の
フ
ァ
シ

ス
ト
的
不
安
の
拡
大
や
社
会
的
弱
者
の
暴
力
性
の
肯
定
に
警
鐘
を
鳴

ら
す
。

　
図
版
の
活
用
、
フ
ロ
イ
ト
な
ど
の
引
用
も
論
考
に
深
み
を
与
え
て

い
る
。
な
か
で
も
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
「
受
肉
せ
る
天
使
」

は
衝
撃
的
で
あ
る
。
ま
た
日
本
で
も
馴
染
み
の
あ
る
タ
ー
ザ
ン
の
分

析
は
、
殊
更
興
味
を
そ
そ
る
。
結
び
の
「
ペ
ニ
ス
の
黄
昏
」
は
、「
男

ら
し
さ
」
の
ど
こ
ま
で
も
滑
稽
で
、
そ
し
て
シ
リ
ア
ス
な
姿
を
描
い

て
い
よ
う
。

　
全
論
考
を
通
し
て
日
本
と
の
共
通
性
も
次
々
と
現
れ
、
文
化
・
社

会
の
垣
根
を
越
え
、
怒
涛
の
ご
と
く
繰
り
出
さ
れ
る
論
考
に
い
つ
し

か
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。

　
そ
の
一
方
で
あ
く
ま
で
「
西
洋
」
を
中
心
に
据
え
て
い
る
た
め
、

図
版
が
助
け
に
な
っ
て
も
、
芸
術
、
映
画
な
ど
の
馴
染
み
の
薄
さ
が

理
解
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
も
否
め
な
い
。

　
ま
た
晦
渋
な
日
本
語
表
現
が
散
在
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
学
術
書

で
は
回
避
し
え
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
暴
力
、
戦
争
、
性
に
纏

わ
る
「
男
ら
し
さ
」
が
実
は
極
め
て
喫
緊
な
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て

脅
威
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
一
般
に
は
希
薄
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ

そ
、
こ
う
し
た
テ
ー
マ
に
対
し
て
よ
り
一
般
に
、
広
範
に
関
心
を
喚

起
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
だ
。そ
の
厚
さ
を
前
に
し
た
だ
け
で
も
、

躊
躇
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
た
ち
の
、
そ
し
て
訳
者
た

ち
の
労
作
が
投
げ
か
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
広
く
届
く
方
法
は
な
い
も

の
だ
ろ
う
か
。

　「
男
ら
し
さ
」は
、幾
多
の
変
貌
を
歴
史
の
な
か
に
見
せ
な
が
ら
も
、

私
た
ち
の
身
辺
に
出
没
す
る
こ
と
を
止
め
な
い
。
そ
の
危
険
性
は
対

と
な
る
弱
者
を
必
要
と
し
、
戦
争
を
含
む
暴
力
を
肯
定
す
る
と
こ
ろ

に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
現
代
の
私
た
ち

4

4

4

に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
で
あ
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内
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）

る
の
だ
。「
西
洋
」
の
出
来
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
覚

醒
を
促
す
本
書
の
意
義
は
疑
い
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
強
く
支
配
的
な
「
男
ら
し
さ
」
に
、弱
く
従
属
的
な
「
女
ら
し
さ
」

を
対
置
さ
せ
る
構
図
が
も
は
や
機
能
し
得
な
い
の
が
現
在
で
あ
る
。

第
Ⅲ
巻
最
終
頁
で
引
用
さ
れ
た
フ
ロ
イ
ト
の
言
葉
を
、
今
こ
こ
に
再

び
登
場
さ
せ
た
い
。

　「
い
つ
ま
で
も
喪
の
悲
し
み
に
暮
れ
ず
に
、
み
ず
か
ら
断
ち
切
っ

た
ほ
う
が
よ
い
」。（

東
北
芸
術
工
科
大
学
基
盤
教
育
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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