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■
「
ち
く
ま
評
論
入
門
」
解
説
―
―
読
解
問
題
へ
の
過
程
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●
参
考

『
定
本

坂
口
安
吾
全
集
』【918/S1/1

】（
北
野
高
校
図
書
館
）

■
目
標

自
分
の
経
験
・
思
考
を
ぎ
り
ぎ
り
い
っ
ぱ
い
ま
で
伸
ば
し
て
、
読
み
取
り
、
表
現
す
る

■
安
吾

坂
口
安
吾
（
さ
か
ぐ
ち
あ
ん
ご
）（
１
９
０
６
―
１
９
５
５
）
は
、
小
説
家
。

太
宰
治
と
並
ぶ
無
頼
派
の
代
表
格
。

ぶ

ら
い

は

戦
時
中
に
書
い
た
『
日
本
文
化
私
観
』
で
は
、「
法
隆
寺
も
平
等
院
も
焼
け
て
し
ま
つ
て
一
向
に
困
ら

ぬ
。
必
要
な
ら
ば
、
法
隆
寺
を
と
り
壊
し
て
停
車
場
を
つ
く
る
が
い
い
」
と
言
い
放
ち
、
伝
統
だ
の
日
本

精
神
だ
の
を
掲
げ
て
戦
争
に
邁
進
し
て
い
た
国
家
や
世
相
へ
痛
烈
な
パ
ン
チ
を
浴
び
せ
た
。
そ
れ
が
、
言

論
統
制
の
厳
し
い
太
平
洋
戦
争
下
で
あ
っ
た
こ
と
に
驚
く
。

そ
し
て
、
敗
戦
翌
年
の
四
月
に
『
堕
落
論
』。

戦
争
は
終
り
、
特
攻
隊
の
勇
士
は
す
で
に
闇
屋
と
な
っ
た
。
人
間
が
変
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
元
の
人
間
へ
戻

っ
て
き
た
だ
け
で
あ
る
。
幻
影
に
す
ぎ
な
か
っ
た
天
皇
も
人
間
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
真
実
の
天
皇
の
歴
史
が
始
ま
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
人
間
は
堕
落
す
る
。
義
士
も
聖
女
も
堕
落
し
、
そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
防
ぐ
こ
と
に
よ

っ
て
人
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
は
生
き
そ
し
て
堕
ち
、
そ
の
こ
と
以
外
の
中
に
人
間
を
救
う
便
利
な
近
道
は

な
い
。
戦
争
に
負
け
た
か
ら
堕
ち
る
の
で
は
な
い
。
人
間
だ
か
ら
堕
ち
る
の
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
か
ら
堕
ち
る
だ
け

で
あ
る
。

「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
に
も
通
じ
る
モ
チ
ー
フ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ま
な
ま
し
い
人
間
、
現
実
に
ふ

れ
る
こ
と
ば
は
、
ふ
し
ぎ
に
読
む
者
に
力
を
与
え
る
。
ぜ
ひ
、
読
ん
で
み
た
ま
え
。
―
―
今
、
こ
う
い
う

書
き
手
が
ほ
し
い
な
あ
。

（
略
歴
参
考

日
本
大
百
科
全
書
よ
り
）

明
治
３
９
年
１
０
月
２
０
日
、
新
潟
市
生
ま
れ
。
本
名
は
炳
五
（
へ
い
ご
）。
父
仁
一
郎
、
母
ア
サ
の
五
男
。
坂
口
家
は
旧
家
で
大

地
主
。
放
任
主
義
の
父
、
母
に
も
な
じ
め
な
か
っ
た
安
吾
は
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
と
は
み
だ
し
が
多
く
、
ま
と
も
に
通
学
し
な

か
っ
た
。「
家
」
に
反
逆
し
孤
立
し
た
彼
を
癒
（
い
や
）
し
て
く
れ
た
の
は
、
故
郷
の
海
と
空
と
風
で
あ
っ
た
。
１
９
２
２
年
（
大
正

１
１
）
県
立
新
潟
中
学
を
退
学
し
て
、
東
京
の
豊
山
（
ぶ
ざ
ん
）
中
学
３
年
に
編
入
学
。
中
学
卒
業
後
代
用
教
員
と
な
っ
た
が
、
２
６

年
東
洋
大
学
印
度
哲
学
科
に
入
学
。
一
念
発
起
、
寸
暇
を
惜
し
ん
で
哲
学
宗
教
書
、
梵
語
（
ぼ
ん
ご
）、
パ
ー
リ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
な

ど
を
勉
強
し
習
得
し
た
。
２
８
年
（
昭
和
３
）
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
に
入
学
し
、
長
島
萃
（
あ
つ
む
）
な
ど
を
知
る
。
３
０
年
東
洋
大

学
卒
業
。
同
人
誌
『
言
葉
』
を
創
刊
。
３
１
年
、
処
女
作
『
木
枯
の
酒
倉
か
ら
』『
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
（
さ
ん
か
）』
を
発
表
。

『
風
博
士
』（
１
９
３
１
）
を
牧
野
信
一
が
、『
黒
谷
村
』（
１
９
３
１
）
を
島
崎
藤
村
（
と
う
そ
ん
）、
宇
野
浩
二
（
こ
う
じ
）
が
そ
れ

ぞ
れ
激
賞
、
さ
っ
そ
う
と
文
壇
に
登
場
し
た
。
３
２
年
、
新
進
美
貌
（
び
ぼ
う
）
の
女
流
作
家
矢
田
津
世
子
（
や
だ
つ
せ
こ
）
と
激
し

い
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
に
陥
っ
て
苦
し
み
、
京
都
に
転
住
。
矢
田
と
の
愛
の
清
算
は
長
編
『
吹
雪
（
ふ
ぶ
き
）
物
語
』（
１
９
３
８
）

と
な
っ
て
結
実
し
た
。
３
８
年
帰
京
。
太
平
洋
戦
争
下
に
大
胆
破
格
な
評
論
『
日
本
文
化
私
観
』（
１
９
４
３
）
を
発
表
。
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戦
後
は
混
迷
錯
乱
状
況
の
な
か
で
、
人
間
の
本
質
を
洞
察
し
た
『
堕
落
論
』（
１
９
４
６
）
を
、
そ
の
実
践
と
し
て
『
白
痴
』（
１
９

４
６
）
を
発
表
し
た
。
こ
れ
ら
の
文
学
活
動
は
、
戦
後
の
虚
脱
状
態
に
あ
っ
た
日
本
人
に
一
大
衝
撃
を
与
え
た
。
石
川
淳
（
じ
ゅ
ん
）

な
ど
と
い
っ
し
ょ
に
新
戯
作
（
げ
さ
く
）
派
な
い
し
無
頼
派
と
よ
ば
れ
、
敗
戦
当
初
の
文
壇
の
旗
手
と
し
て
脚
光
を
浴
び
た
。
そ
の
後
、

一
躍
流
行
作
家
と
な
り
、
１
９
４
７
年
（
昭
和
２
２
）
名
作
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
を
発
表
。
梶
（
か
じ
）
三
千
代
と
結
婚
、
そ
の

反
映
が
『
青
鬼
の
褌
（
ふ
ん
ど
し
）
を
洗
ふ
女
』（
１
９
４
７
）
と
な
る
。
歴
史
小
説
『
織
田
信
長
』（
１
９
４
８
）、
推
理
小
説
『
不

連
続
殺
人
事
件
』（
１
９
４
７
～
４
８
）
に
も
筆
を
染
め
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
４
９
年
、
睡
眠
薬
と
覚
せ
い
剤
に
よ
る
中
毒
症

状
が
狂
暴
錯
乱
の
行
動
を
も
た
ら
し
た
。
５
０
年
、『
安
吾
巷
談
（
こ
う
だ
ん
）』
で
世
相
を
切
り
続
け
、
国
税
庁
や
自
転
車
振
興
会
を

相
手
に
抗
議
文
を
書
き
注
目
を
集
め
た
。
ま
た
『
夜
長
姫
と
耳
男
』（
１
９
５
２
）
を
発
表
し
た
が
、『
狂
人
遺
書
』（
１
９
５
５
）
を

残
し
脳
出
血
に
よ
り
昭
和
３
０
年
２
月
１
７
日
急
逝
し
た
。
享
年
５
０
。

■
追
跡

複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
比
べ
さ
せ
る
と
い
う
試
験
が
、
最
近
の
定
番
と
な
っ
て
い
る
。
国
の
作
る
入

試
に
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
情
報
の
読
み
比
べ
。
そ
れ
が
時
代
の
課
題
だ
か
ら
、

と
か
い
っ
た
こ
と
が
、
理
屈
づ
け
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
い
く
つ
も
の
テ
キ
ス
ト
を
串
刺
し
に
し
て
、
思
考
を
展
開
さ

せ
る
と
こ
ろ
に
し
か
、
本
来
思
考
は
な
い
。
何
を
今
さ
ら
、
の
感
あ
り
。

こ
の
安
吾
の
テ
キ
ス
ト
は
、
そ
れ
自
身
の
中
に
い
く
つ
か
の
別
の
テ
キ
ス
ト
を
配
置
し
て
い
る
。
各
テ

キ
ス
ト
の
中
に
潜
り
、
浮
上
し
、
再
び
潜
る
こ
と
を
繰
り
返
し
、
最
後
に
上
方
か
ら
、
波
紋
の
消
え
た
水

面
を
見
る
よ
う
な
趣
が
あ
る
。
―
―
さ
て
、
安
吾
は
何
を
見
る
か
？

①

シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
童
話
に
『
赤
頭
巾
』
と
い
う
名
高
い
話
が
あ
り
ま
す
。
す
で
に
ご
存
じ
と
は

思
い
ま
す
が
、
粗
筋
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
赤
い
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
で
赤
頭
巾
と
呼
ば
れ
て
い
た

か
わ
い
い
少
女
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
森
の
お
婆
さ
ん
を
訪
ね
て
い
く
と
、
狼
が
お
婆
さ
ん
に
化
け
て
い

て
、
赤
頭
巾
を
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
食
べ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
ま
っ
た
く
、
た
だ
、
そ
れ

だ
け
の
話
で
あ
り
ま
す
。

ペ
ロ
ー
の
赤
ず
き
ん
は
、
グ
リ
ム
よ
り
古
い
。
１
６
９
７
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
た
『
ペ
ロ
ー
童

話
集
』
の
中
の
『
赤
ず
き
ん
』
で
は
、
ほ
ん
と
う
に
こ
の
と
お
り
、
こ
こ
で
話
は
終
わ
り
、
猟
師
が
狼
の

腹
の
中
か
ら
赤
ず
き
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
を
助
け
出
す
と
い
う
話
は
、
な
い
。

②

童
話
と
い
う
も
の
に
は
た
い
が
い
教
訓
、
モ
ラ
ル
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
童
話

に
は
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
欠
け
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
意
味
か
ら
、
ア
モ
ラ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
は
な
は
だ
有
名
な
童
話
で
あ
り
、
そ
う
い
う
引
例
の
場
合
に
、
し
ば
し
ば
引
き
合

い
に
出
さ
れ
る
の
で
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
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イ
ン
モ
ラ
ル
が
、
反
道
徳
の
意
味
な
の
に
対
し
、
安
吾
の
使
っ
て
い
る
ア
モ
ラ
ル
は
、
な
ん
の
道
徳
性
、

、

教
訓
性
も
な
い
、
た
だ
た
ん
に
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
。

、
、
、
、
、
、
、

③

童
話
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
説
全
体
と
し
て
見
て
も
、
い
っ
た
い
、
モ
ラ
ル
の
な
い
小
説
と
い

う
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
小
説
家
の
立
場
と
し
て
も
、
な
に
か
、
モ
ラ
ル
、
そ
う
い
う
も
の
の
意
図
が

な
く
て
、
小
説
を
書
き
つ
づ
け
る
―
―
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
と
は
、
ち
ょ
っ
と
、
想
像
が
で
き

ま
せ
ん
。

読
み
手
も
、
小
説
に
モ
ラ
ル
を
読
も
う
と
す
る
態
度
を
も
っ
て
い
る
。
『
山
月
記
』
の
李
徴
み
た
い
に

虎
に
な
っ
た
ら
ダ
メ
だ
よ
な
、
人
と
交
わ
り
、
努
力
し
な
く
ち
ゃ
、
と
か
思
う
。
そ
れ
は
モ
ラ
ル
（
教
訓
）

を
読
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

安
吾
の
い
う
よ
う
に
、
学
校
の
道
徳
と
は
違
う
形
だ
け
れ
ど
、
小
説
に
も
な
ん
ら
か
の
モ
ラ
ル
、
目
指

す
方
向
の
よ
う
な
も
の
は
含
ま
れ
て
い
る
。
人
間
の
切
な
さ
、
や
り
き
れ
な
さ
み
た
い
な
も
の
を
え
が
く

小
説
で
も
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
じ
ゃ
あ
な
た
は
ど
う
生
き
る
？
と
い
っ
た
問
い
か
け
の
残
響
を
読
み
手
の

胸
に
残
し
た
り
す
る
。
何
か
伝
え
た
い
こ
と
―
―
そ
れ
な
く
し
て
小
説
、
ま
た
映
画
や
演
劇
も
、
そ
う
い

っ
た
表
現
行
為
が
成
り
立
つ
と
は
、
普
通
思
わ
れ
な
い
。

④

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
、
お
よ
そ
モ
ラ
ル
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
よ
う
な
童
話
の
中

に
、
全
然
モ
ラ
ル
の
な
い
作
品
が
存
在
す
る
。
し
か
も
三
百
年
も
ひ
き
つ
づ
い
て
そ
の
生
命
を
持
ち
、
多

く
の
子
供
や
多
く
の
大
人
の
心
の
中
に
生
き
て
い
る
。
―
―
こ
れ
は
厳
た
る
事
実
で
あ
り
ま
す
。

⑤

シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
と
い
え
ば
『
サ
ン
ド
リ
ヨ
ン
』
と
か
『
青
髯
』
と
か
『
眠
り
の
森
の
少
女
』
と

い
う
よ
う
な
名
高
い
童
話
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
ま
っ
た
く
そ
れ
ら
の
代
表
作
と
同
様
に
、
『
赤
頭

巾
』
を
愛
読
し
ま
し
た
。

「
青
髯
」
も
妻
を
殺
す
金
持
ち
の
男
の
話
で
、
猟
奇
的
で
は
あ
る
が
…
…
。
ま
あ
、
最
後
に
新
妻
は
救

わ
れ
る
。「
サ
ン
ド
リ
ヨ
ン
」
は
シ
ン
デ
レ
ラ
。

⑥

否
、
む
し
ろ
、『
サ
ン
ド
リ
ヨ
ン
』
と
か
『
青
髯
』
を
童
話
の
世
界
で
愛
し
た
と
す
れ
ば
、
私
は
な

に
か
大
人
の
寒
々
と
し
た
心
で
『
赤
頭
巾
』
の
む
ご
た
ら
し
い
美
し
さ
を
感
じ
、
そ
れ
に
打
た
れ
た
よ
う

で
し
た
。

「
大
人
の
寒
々
と
し
た
心
で
『
赤
頭
巾
』
の
む
ご
た
ら
し
い
美
し
さ
を
感
じ
、
そ
れ
に
打
た
れ
た
」
と

は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
？

そ
う
胸
に
止
め
て
お
く
。

「
童
話
の
世
界
で
愛
す
る
」
と
は
、
教
訓
の
あ
る
話
と
し
て
愛
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

赤
ず
き
ん
は
、
救
わ
れ
な
い
。
ど
う
し
た
っ
て
、
赤
ず
き
ん
は
食
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
「
美

し
さ
」
を
感
じ
た
と
安
吾
は
い
う
。
何
か
惹
か
れ
る
も
の
、
か
ら
だ
や
心
の
ど
こ
か
が
、
は
っ
と
微
動
す

- 4/13 -

る
よ
う
な
波
動
を
伝
え
る
も
の
―
―
そ
う
い
う
種
類
の
「
美
」。

⑦

愛
く
る
し
く
て
、
心
が
優
し
く
て
、
す
べ
て
美
徳
ば
か
り
で
悪
さ
と
い
う
も
の
が
何
も
な
い
可
憐
な

少
女
が
、
森
の
お
婆
さ
ん
の
病
気
を
見
舞
い
に
い
っ
て
、
お
婆
さ
ん
に
化
け
て
寝
て
い
る
狼
に
ム
シ
ャ
ム

シ
ャ
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
。

⑧

私
た
ち
は
い
き
な
り
そ
こ
で
突
き
放
さ
れ
て
、
な
に
か
約
束
が
違
っ
た
よ
う
な
感
じ
で
と
ま
ど
い
し

な
が
ら
、
し
か
し
、
思
わ
ず
目
を
打
た
れ
て
、
プ
ツ
ン
と
ち
ょ
ん
切
ら
れ
た
む
な
し
い
余
白
に
、
非
常
に

静
か
な
、
し
か
も
透
明
な
、
ひ
と
つ
の
切
な
い
「
ふ
る
さ
と
」
を
見
な
い
で
し
ょ
う
か
。

⑨

そ
の
余
白
の
中
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
読
解
問
題
１
私
の
目
に
し
み
る
風
景
は
、
可
憐
な
少
女
が
た

だ
狼
に
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
食
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
残
酷
な
い
や
ら
し
い
よ
う
な
風
景
で
す
が
、
し
か
し
、

そ
れ
が
私
の
心
を
打
つ
打
ち
方
は
、
若
干
や
り
き
れ
な
く
て
切
な
い
も
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
決
し
て
、

不
潔
と
か
、
不
透
明
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
に
か
、
氷
を
抱
き
し
め
た
よ
う
な
、
切
な
い
悲

し
さ
、
美
し
さ
、
で
あ
り
ま
す
。

読
解
問
題
１
「
私
の
目
に
し
み
る
風
景
」
と
は
筆
者
の
ど
の
よ
う
な
思
い
を
示
し
て
い
る
か
。

シ
ン
プ
ル
に
作
業
を
し
て
み
よ
う
。

こ
の
範
囲
か
ら
「
私
」
の
「
思
い
」
を
示
し
て
い
る
〈
単
語
〉
を
探
す
。〈
単
語
〉（
短
い
語
句
）
に
目

を
つ
け
る
の
が
コ
ツ
。
む
し
ゃ
む
し
ゃ
食
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
あ
と
。

「
む
な
し
い
」「
切
な
い
」「
残
酷
？
」「
や
り
き
れ
な
い
」「
切
な
い
」「
悲
し
い
」「
美
し
い
」。

三
度
繰
り
返
さ
れ
る
「
切
な
い
」
に
注
目
。
⑧
の
終
わ
り
の
「
ひ
と
つ
の
切
な
い
「
ふ
る
さ
と
」
を
見

る
」
と
い
う
の
が
、「
私
の
見
た
風
景
」
の
こ
と
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。

⑨
段
落
で
は
自
分
の
い
い
た
い
こ
と
を
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
対
比
し
つ
つ
、
取
り
出
そ
う
と
し
て
い

る
。

×

残
酷
な
い
や
ら
し
い
よ
う
な
風
景
（
客
観
的
に
は
そ
う
）

△
若
干
や
り
き
れ
な
く
て
切
な
い

×

不
潔
と
か
、
不
透
明

○
氷
を
抱
き
し
め
た
よ
う
な
、
切
な
い
悲
し
さ
、
美
し
さ

―
―
愛
ら
し
い
少
女
が
食
い
殺
さ
れ
る
、
と
い
う
想
像
か
ら
、
普
通
に
感
じ
る
の
は
、
残
酷
で
い
や
ら

し
く
、
血
の
に
お
い
の
す
る
不
潔
で
、
恐
ろ
し
く
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
に
？
と
い
っ
た
わ
け
の
わ
か
ら

な
い
不
透
明
な
感
覚
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
が
見
る
の
は
、
（
感
情
的
に
は
、
や
り
き
れ
な
さ
、
切
な

、
、
、
、

い
悲
し
さ
が
含
ま
れ
る
の
で
す
が
）
、
氷
を
抱
き
し
め
た
よ
う
な
（
冷
た
く
、
透
明
な
（
透
き
通
っ
て
よ

く
見
え
る
）
）
美
し
さ
な
の
で
す
。
―
―
こ
の
よ
う
に
分
析
で
き
る
。
こ
こ
が
押
さ
え
に
な
る
。
端
的
に

言
う
な
ら
、
筆
者
は
（
残
酷
な
は
ず
の
風
景
に
）「
美
し
さ
を
感
じ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
答
え
に
な
る
。

解
答
例
「
残
酷
で
い
や
ら
し
い
風
景
に
、
や
り
き
れ
な
さ
、
切
な
い
悲
し
さ
を
感
じ
つ
つ
も
、
ど
こ
か
で
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そ
の
感
情
を
越
え
、
冷
静
な
目
で
、
よ
く
そ
の
あ
り
さ
ま
を
見
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
美
し
さ
を
感
じ
て

い
る
と
い
う
こ
と
。」

も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
犯
罪
行
為
の
よ
う
な
も
の
を
直
接
見
た
と
き
に
は
、
生
理
的
な
反
応
が
先
立
ち
、

こ
の
よ
う
な
美
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
物
語
と
し
て
描
か
れ
た
世
界
を
想
像
す
る
と
き
、

な
ん
ら
か
の
美
と
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
風
景
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
に
私
た
ち
は
気
づ
く
。

―
―
〈
美
〉
が
出
現
す
る
秘
密
は
、「
物
語
は
、
終
わ
る
」
と
い
う
こ
と
に
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い

か
。
本
は
閉
じ
ら
れ
、
映
画
は
暗
転
し
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
が
流
れ
る
。
安
吾
の
い
う
よ
う
な
美
は
、
そ
の
「
余

白
」
に
生
ま
れ
て
く
る
、
何
ら
か
の
真
実
な
の
で
あ
る
。

物
語
や
映
画
は
、
現
実
と
は
違
い
、
切
り
取
ら
れ
た
カ
ッ
ト
と
カ
ッ
ト
を
つ
な
い
だ
世
界
だ
。
カ
ッ
ト
は
突
然
切
断
さ
れ
、
別
の
カ

ッ
ト
に
つ
な
が
れ
る
。
そ
の
す
き
ま
、
そ
の
余
白
に
読
む
者
見
る
者
は
何
か
を
見
る
。
余
白
に
こ
そ
何
か
を
見
る
の
だ
。
―
―
「
ミ
ロ

の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
を
思
い
出
し
た
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
本
文
の
主
旨
と
は
違
う
け
れ
ど
。

⑩

も
う
一
つ
、
違
っ
た
例
を
引
き
ま
し
ょ
う
。

⑪

こ
れ
は
「
狂
言
」
の
一
つ
で
す
が
、
大
名
が
太
郎
冠
者
を
供
に
つ
れ
て
寺
詣
で
を
い
た
し
ま
す
。
突

た

ろ
う

か

じ
や

然
大
名
が
寺
の
屋
根
の
鬼
瓦
を
見
て
泣
き
だ
し
て
し
ま
う
の
で
、
太
郎
冠
者
が
そ
の
次
第
を
尋
ね
ま
す
と
、

あ
の
鬼
瓦
は
い
か
に
も
自
分
の
女
房
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
悲
し
い
、
と
言
っ
て
、

た
だ
、
泣
く
の
で
す
。

⑫

ま
っ
た
く
、
た
だ
、
こ
れ
だ
け
の
話
な
の
で
す
。
「
狂
言
」
の
中
で
も
最
も
短
い
も
の
の
一
つ
で
し

ょ
う
。

お
に
が
わ
ら
。

⑬

こ
れ
は
童
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
っ
た
い
狂
言
と
い
う
も
の
は
、
ま
じ
め
な
劇
の
中
間
に
は
さ
む

息
ぬ
き
の
茶
番
の
よ
う
な
も
の
で
、
観
衆
を
ワ
ッ
と
笑
わ
せ
、
気
分
を
新
た
に
さ
せ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
よ

う
な
役
割
の
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
狂
言
を
見
て
ワ
ッ
と
笑
っ
て
す
ま
せ
る
か
、
ど
う
か
、
も
っ

と
も
、
こ
ん
な
尻
切
れ
ト
ン
ボ
の
よ
う
な
狂
言
を
実
際
舞
台
で
や
れ
る
か
ど
う
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
決

し
て
無
邪
気
に
笑
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

た
し
か
に
ち
ょ
っ
と
、
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
戸
惑
う
な
。
笑
い
は
す
る
け
ど
。
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⑭

こ
の
狂
言
に
も
モ
ラ
ル
―
―
あ
る
い
は
モ
ラ
ル
に
相
応
す
る
笑
い
の
意
味
の
設
定
が
あ
り
ま
せ
ん
。

お
寺
詣
で
に
き
て
鬼
瓦
を
見
て
女
房
を
思
い
だ
し
て
泣
き
だ
す
、
と
い
う
、
な
る
ほ
ど
確
か
に
滑
稽
で
、

い
ち
お
う
笑
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、
同
時
に
、
い
き
な
り
、
突
き
放
さ
れ
ず
に
も
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

⑮

私
は
笑
い
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
お
か
し
く
な
る
じ
ゃ
な
い
か
、
い
っ
た
い
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

だ
…
…
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
、
鬼
瓦
を
見
て
泣
く
と
い
う
こ
の
事
実
が
、
突
き
放
さ
れ
た
あ
と
の
心
の

す
べ
て
の
も
の
を
さ
ら
い
と
っ
て
、
平
凡
だ
の
当
然
だ
の
と
い
う
も
の
を
超
躍
し
た
驚
く
べ
き
厳
し
さ
で

襲
い
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
、
い
わ
ば
読
解
問
題
２
観
念
の
目
を
閉
じ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
の
で
し

た
。
逃
げ
る
に
も
、
逃
げ
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
に
気
づ
い
た
と
き
に
は
、
ど

う
し
て
も
組
み
し
か
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
宿
命
な
ど
と
い
う
も
の
よ
り
も
、

も
っ
と
重
た
い
感
じ
の
す
る
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
、
や
っ
ぱ
り
我
々
の

「
ふ
る
さ
と
」
で
し
ょ
う
か
。

⑯

そ
こ
で
私
は
こ
う
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
の
で
す
。
つ
ま
り
、
モ
ラ
ル
が
な
い
、
と
か
、
突
き
放
す
、

と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
文
学
と
し
て
成
り
立
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
我
々
の
生
き
る
道
に

は
ど
う
し
て
も
そ
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
崖
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
モ
ラ
ル
が
な
い
、
と
い
う
こ

と
自
体
が
モ
ラ
ル
な
の
だ
、
と
。

読
解
問
題
２

「
観
念
の
目
を
閉
じ
る
よ
う
な
気
持
ち
」
と
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
か
。

「
観
念
す
る
」
と
い
う
語
の
意
味
か
ら
、
端
的
に
答
え
の
見
通
し
を
つ
け
よ
う
。

「
観
念
す
る
」
＝
「
あ
き
ら
め
て
、
状
況
を
受
け
入
れ
る
こ
と
。
覚
悟
す
る
こ
と
。
例
。
も
う
こ
れ
ま

で
と
観
念
す
る
」
。
あ
あ
、
も
う
ダ
メ
だ
、
と
目
を
つ
ぶ
る
表
情
で
す
ね
。
答
え
と
し
て
は
、
そ
れ
を
書

け
ば
い
い
け
れ
ど
、
本
文
に
添
っ
た
形
で
材
料
を
調
え
よ
う
。

・
（
大
名
は
泣
い
て
る
け
れ
ど
、
見
て
い
る
者
は
）
ど
う
し
て
も
お
か
し
く
な
る
じ
ゃ
な
い
か
、
い
っ
た

い
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
…
…
と
い
う
（
突
き
放
さ
れ
た
）
気
持
ち
に
な
り
、

・
鬼
瓦
を
見
て
泣
く
と
い
う
こ
の
事
実
が
、
突
き
放
さ
れ
た
あ
と
の
（
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
と
い
っ
た
）

心
の

す
べ
て
の
も
の
を
さ
ら
い
と
っ
て
、〔
平
凡
だ
の
当
然
だ
の
と
い
う
も
の
（
あ
れ
こ
れ
評
価
す
る
よ
う
な
ゆ
と
り
）
を
超
躍
し

た
（
を
許
さ
な
い
よ
う
な
）〕

驚
く
べ
き
厳
し
さ
で
襲
い
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
、
い
わ
ば
観
念
の
目
を
閉
じ
る

（
あ
あ
、
も
う
ダ
メ
だ
と
い
う
）
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
の
で
し
た
。

・
逃
げ
る
に
も
、
逃
げ
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

・
そ
れ
（
鬼
瓦
を
見
て
泣
く
と
い
う
事
実
）
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
に
気
づ
い
た
と
き
に
は
、
ど
う
し
て
も

組
み
し
か
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
宿
命
な
ど
と
い
う
（
頭
の
中
で
考
え
た
よ
う
な
）

も
の
よ
り
も
、
も
っ
と
重
た
い
感
じ
の
す
る
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
（
退
っ
引
き
な
ら
な
い
＝
避
け
る
こ
と
も
し
り
ぞ

く
こ
と
も
で
き
ず
、
動
き
が
と
れ
な
い
）

も
の
で
あ
り
ま
す
。
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解
答
例
１
「
鬼
瓦
を
見
て
泣
く
と
い
う
事
実
を
見
た
と
き
に
わ
き
起
こ
る
、
そ
の
事
実
か
ら
ど
う
し
て
も

逃
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
気
持
ち
。」

鬼
瓦
の
例
の
と
こ
ろ
で
書
け
ば
こ
う
な
る
が
、「
妻
が
鬼
瓦
に
似
て
い
る
と
い
っ
て
、
大
名
と
も
あ
ろ

う
者
が
泣
く
」
と
い
う
話
は
、
や
は
り
笑
い
話
で
は
あ
る
の
で
、「
も
っ
と
重
た
い
感
じ
の
す
る
、
の
っ

ぴ
き
な
ら
ぬ
も
の
に
襲
わ
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
何
か
大
仰
な
感
じ
も
す
る
。

し
か
し
、
赤
ず
き
ん
の
例
と
鬼
瓦
の
例
は
、
同
じ
種
類
の
思
い
を
も
た
ら
す
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
妻
が
鬼
瓦
に
似
て
い
る
こ
と
は
、
赤
ず
き
ん
が
狼
に
食
わ
れ
る
こ
と
と
同

様
に
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
「
悲
劇
」
な
の
で
あ
る
。（
だ
っ
て
泣
い
て
る
か
ら
）

解
答
例
２
「
（
赤
ず
き
ん
が
狼
に
食
わ
れ
た
り
、
妻
が
鬼
瓦
に
似
て
い
る
と
大
名
が
泣
い
た
り
、）
何
の
救

い
も
な
く
物
語
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
わ
き
起
こ
る
、
そ
の
事
実
か
ら
ど
う
し
て
も
逃
げ
ら
れ
な

い
こ
と
を
認
め
さ
せ
ら
れ
る
気
持
ち
。」

⑰

晩
年
の
芥
川
龍
之
介
の
話
で
す
が
、
時
々
芥
川
の
家
へ
や
っ
て
く
る
農
民
作
家
―
―
こ
の
人
は
自
身

が
本
当
の
水
呑
百
姓
（
土
地
を
所
有
し
な
い
貧
農
）
の
生
活
を
し
て
い
る
人
な
の
で
す
が
、
あ
る
と
き
原

稿
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
芥
川
が
読
ん
で
み
る
と
、
あ
る
百
姓
が
子
供
を
も
う
け
ま
し
た
が
、
貧
乏
で
、

も
し
育
て
れ
ば
、
親
子
共
倒
れ
の
状
態
に
な
る
ば
か
り
な
の
で
、
む
し
ろ
育
た
な
い
こ
と
が
皆
の
た
め
に

も
自
分
の
た
め
に
も
幸
福
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
で
、
生
ま
れ
た
子
供
を
殺
し
て
、
石
油
缶
だ
か
に
入
れ

て
埋
め
て
し
ま
う
と
い
う
話
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

⑱

芥
川
は
話
が
あ
ま
り
暗
く
て
、
や
り
き
れ
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
彼
の
現
実
の
生
活
か

ら
は
割
り
だ
し
て
み
よ
う
の
な
い
話
で
す
し
、
い
っ
た
い
、
こ
ん
な
こ
と
が
本
当
に
あ
る
の
か
ね
、
と
尋

ね
た
の
で
す
。

⑲

す
る
と
、
農
民
作
家
は
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
、
そ
れ
は
お
れ
が
し
た
の
だ
が
ね
、
と
言
い
、
芥
川
が

あ
ま
り
の
こ
と
に
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
、
あ
ん
た
は
、
悪
い
こ
と
だ
と
思
う
か
ね
、
と
重
ね
て
ぶ
っ
き

ら
ぼ
う
に
質
問
し
ま
し
た
。

⑳

芥
川
は
そ
の
質
問
に
返
事
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
事
に
ま
れ
（
に
も
あ
れ
）
言
葉
が

用
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
多
才
な
彼
が
、
返
事
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
晩
年
の
彼
が
初

め
て
誠
実
な
生
き
方
と
文
学
と
の
歩
調
を
合
わ
せ
た
こ
と
を
物
語
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

㉑

さ
て
、
農
民
作
家
は
こ
の
動
か
し
が
た
い
「
事
実
」
を
残
し
て
、
芥
川
の
書
斎
か
ら
立
ち
去
っ
た
の

で
す
が
、
こ
の
客
が
立
ち
去
る
と
、
彼
は
突
然
突
き
放
さ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
た
っ
た
一
人
、

置
き
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
す
。
彼
は
ふ
と
、
二
階
へ
上
が
り
、
な
ぜ
と
も
な
く
門

の
ほ
う
を
見
た
そ
う
で
す
が
、
も
う
、
農
民
作
家
の
姿
は
見
え
な
く
て
、
初
夏
の
青
葉
が
ギ
ラ
ギ
ラ
し
て

い
た
ば
か
り
だ
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。

㉑

こ
の
手
記
と
も
つ
か
ぬ
原
稿
は
芥
川
の
死
後
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
す
。
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こ
れ
ま
た
、
何
の
救
い
も
な
い
悲
劇
。
事
実
。
今
度
の
は
、
本
人
を
目
の
前
に
し
て
い
る
分
、
先
の
ふ

た
つ
の
例
よ
り
生
々
し
い
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
、
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
死
ん
で
し
ま
う
。
何
を
言
っ
て
も

嘘
く
さ
い
。
そ
ん
な
絶
望
的
な
事
実
を
残
し
た
ま
ま
、
物
語
は
終
了
し
、
自
分
だ
け
が
「
劇
場
」
に
取
り

残
さ
れ
て
い
る
―
―
そ
ん
な
感
じ
。

㉑

こ
こ
に
、
芥
川
が
突
き
放
さ
れ
た
も
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
モ
ラ
ル
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
子

を
殺
す
話
が
モ
ラ
ル
を
超
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
話
に
は
全
然
重
点
を
置
く
必

要
が
な
い
の
で
す
。
女
の
話
で
も
、
童
話
で
も
、
何
を
持
っ
て
き
て
も
構
わ
ぬ
で
し
ょ
う
。
と
に
か
く
一

つ
の
話
が
あ
っ
て
、
芥
川
の
想
像
も
で
き
な
い
よ
う
な
、
事
実
で
も
あ
り
、
大
地
に
根
の
下
り
た
生
活
で

も
あ
っ
た
。
芥
川
は
、
そ
の
根
の
下
り
た
生
活
に
、
突
き
放
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
い
わ
ば
、
彼
自
身
の

生
活
が
、
根
が
下
り
て
い
な
い
た
め
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
彼
の
生
活
に
根
が
下
り

て
い
な
い
に
し
て
も
、
読
解
問
題
３
根
の
下
り
た
生
活
に
突
き
放
さ
れ
た
と
い
う
事
実
自
体
は
り
っ
ぱ
に

根
の
下
り
た
生
活
で
あ
り
ま
す
。

㉑

つ
ま
り
、
農
民
作
家
が
突
き
放
し
た
の
で
は
な
く
、
突
き
放
さ
れ
た
と
い
う
事
柄
の
う
ち
に
芥
川
の

す
ぐ
れ
た
生
活
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

㉑

も
し
、
作
家
と
い
う
も
の
が
、
芥
川
の
場
合
の
よ
う
に
突
き
放
さ
れ
る
生
活
を
知
ら
な
け
れ
ば
、『
赤

頭
巾
』
だ
の
、
さ
っ
き
の
狂
言
の
よ
う
な
も
の
を
創
り
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

読
解
問
題
３

「
根
の
下
り
た
生
活
に
突
き
放
さ
れ
た
と
い
う
事
実
自
体
は
り
っ
ぱ
に
根
の
下
り
た
生
活
」

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

独
特
の
言
葉
遣
い
に
目
く
ら
ま
し
さ
れ
な
い
よ
う
に
分
析
し
よ
う
。「
大
地
に
根
の
下
り
た
生
活
」
と

は
？
が
問
い
に
な
る
。

「
事
実
で
も
あ
り
、
大
地
に
根
の
下
り
た
生
活
で
も
あ
っ
た
」
を
参
考
に
す
れ
ば
、「
大
地
に
根
の
下

り
た
生
活
」
と
は
、
事
実
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
絶
望
的

な
事
実
で
あ
る
。
単
純
に
置
き
換
え
て
み
よ
う
。

子
を
殺
さ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
絶
望
的
な
事
実
に
、
芥
川
が
衝

撃
を
受
け
て
何
も
言
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
り
っ
ぱ
な
こ
と
で
あ
る
＝
も
し
衝
撃
を
受
け
な
け

れ
ば
（
作
家
と
し
て
）
生
き
て
い
け
な
い
。

「
も
し
衝
撃
を
受
け
な
け
れ
ば
」
、
事
実
を
前
に
し
て
、
立
ち
止
ま
り
、
突
き
放
さ
れ
、
こ
と
ば
を
失

う
ほ
ど
の
衝
撃
を
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
―
―
逆
に
、
立
ち
止
ま
る
こ
と
も
せ
ず
、
目
を
背

け
、
ご
ま
か
し
、
適
当
な
、
心
に
も
な
い
慰
め
を
、
何
の
抵
抗
も
な
く
こ
と
ば
に
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
た
と
し
た
ら
―
―
も
っ
と
い
う
と
、
そ
の
ネ
タ
を
何
か
、
よ
そ
者
た
ち
が
「
泣
け
る
」
物
語
に
仕
立
て

、
、

て
や
ろ
う
と
い
っ
た
思
惑
に
と
ら
わ
れ
る
よ
う
な
人
間
で
あ
る
と
し
た
ら
―
―
芥
川
は
「
立
派
」
で
も
何

で
も
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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解
答
例
「
芥
川
が
、
子
を
殺
さ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
絶
望
的
な
事

実
に
対
し
て
、
ご
ま
か
さ
ず
、
正
面
か
ら
そ
の
衝
撃
を
受
け
て
何
も
言
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
、

人
間
と
し
て
の
彼
の
誠
実
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。」

「
ど
ん
な
こ
と
に
も
言
葉
が
用
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
多
才
な
彼
」
と
い
う
言
い
方
に
、
あ
る
種
の
人
間
の
タ
イ
プ
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
い
う
人
間
は
今
も
い
る
。
す
ぐ
に
「
解
釈
」
し
、「
原
因
」
を
見
つ
け
、「
意
見
」
を
主
張
す
る
。
大
き
な
声
で
。
わ
か
っ

た
よ
う
な
顔
で
。

作
家
に
も
い
る
。
器
用
に
、
ウ
ケ
る
作
品
を
綴
る
技
だ
け
を
養
い
、
事
実
に
向
き
合
う
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
大
衆
の
本
能
に
合

わ
せ
て
、
口
当
た
り
の
よ
い
（
あ
る
い
は
、
刺
激
に
満
ち
た
、
い
ろ
ん
な
味
の
）
薄
っ
ぺ
ら
い
物
語
を
量
産
す
る
書
き
手
。

「
返
事
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
晩
年
の
彼
が
初
め
て
誠
実
な
生
き
方
と
文
学
と
の
歩
調
を
合
わ
せ
た
こ
と
を
物
語

る
」
と
い
う
言
い
方
は
、
そ
れ
ま
で
の
芥
川
が
、「
地
に
根
の
下
り
な
い
」
＝
多
才
に
溺
れ
た
文
学
を
生
産
し
て
い
た
と
い
う
批
判
に

も
聞
こ
え
る
。

「
そ
う
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
」
と
若
き
芥
川
は
、「
羅
生
門
」
の
老
婆
に
語
ら
せ
て
い
た
が
、
安
吾
に
い
わ
せ
れ
ば
、
そ

の
と
き
の
芥
川
は
、
ま
だ
観
念
の
な
か
で
そ
う
書
い
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

㉑

モ
ラ
ル
が
な
い
こ
と
、
突
き
放
す
こ
と
、
私
は
こ
れ
を
文
学
の
否
定
的
な
態
度
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
文
学
の
建
設
的
な
も
の
、
モ
ラ
ル
と
か
社
会
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
こ
の
「
ふ
る
さ
と
」

の
上
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思
う
も
の
で
す
。

主
張
が
明
ら
か
に
な
る
。

「
モ
ラ
ル
（
意
味
）
と
か
社
会
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
モ
ラ
ル
が
な
い
こ
と
、
突
き
放
す
こ
と
の
上

に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

私
た
ち
の
社
会
は
過
剰
な
意
味
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
「
こ
う
す
べ
き
だ
」
と
い
う
高
い
声
が
鳴
り
響
い

て
い
る
。
熱
く
声
が
渦
巻
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
し
か
し
、
じ
つ
は
、
私
た
ち
の
頭
の
中
で
渦
巻
い
て

い
る
幻
想
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
。

か
と
い
っ
て
、
正
し
い
モ
ラ
ル
や
社
会
性
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
文
学
が
、
確
か

な
現
実
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
根
に
は
、
事
実
―
―
動
か

し
が
た
く
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
泣
く
し
か
な
く
、
黙
る
し
か
な
い
、
生
の
事
実
と
い
う
も
の
が
横
た

わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㉑

も
う
一
つ
、
も
う
す
こ
し
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
の
一
つ
の
話
を
引
き
ま
し
ょ
う
。

㉑

昔
、
あ
る
男
が
女
に
懸
想
し
て
し
き
り
に
口
説
い
て
み
る
の
で
す
が
、
女
が
う
ん
と
言
い
ま
せ
ん
。

よ
う
や
く
三
年
目
に
、
そ
れ
で
は
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
も
い
い
と
女
が
言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
男
は

飛
び
た
つ
ば
か
り
に
喜
び
、
さ
っ
そ
く
、
駆
け
落
ち
す
る
こ
と
に
な
っ
て
二
人
は
都
を
逃
げ
だ
し
た
の
で

す
。
芥
の
渡
し
と
い
う
所
を
す
ぎ
て
野
原
へ
か
か
っ
た
こ
ろ
に
は
夜
も
更
け
、
そ
の
う
え
雷
が
鳴
り
雨
が

降
り
だ
し
ま
し
た
。
男
は
女
の
手
を
ひ
い
て
野
原
を
い
っ
さ
ん
に
駆
け
だ
し
た
の
で
す
が
、
稲
妻
に
て
ら
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さ
れ
た
草
の
葉
の
露
を
見
て
、
女
は
手
を
ひ
か
れ
て
走
り
な
が
ら
、
あ
れ
は
何
？

と
尋
ね
ま
し
た
。
し

か
し
、
男
は
あ
せ
っ
て
い
て
、
返
事
を
す
る
ひ
ま
も
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
う
や
く
一
軒
の
荒
れ
果
て
た
家
を

見
つ
け
た
の
で
、
飛
び
こ
ん
で
、
女
を
押
し
入
れ
の
中
へ
入
れ
、
鬼
が
来
た
ら
一
刺
し
に
し
て
く
れ
よ
う

と
槍
を
も
っ
て
押
し
入
れ
の
前
に
が
ん
ば
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
鬼
が
来
て
、
押

し
入
れ
の
中
の
女
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
あ
い
に
く
そ
の
と
き
、
荒
々
し
い
雷
が
鳴
り
ひ
び
い
た

の
で
、
女
の
悲
鳴
も
き
こ
え
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
夜
が
明
け
て
、
男
は
初
め
て
女
が
す
で
に
鬼
に
殺
さ

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
と
き
露
と
答
へ
て
消

え
な
ま
し
も
の
を
―
―
つ
ま
り
、
草
の
葉
の
露
を
見
て
あ
れ
は
何
と
女
が
き
い
た
と
き
、
露
だ
と
答
え
て
、

い
っ
し
ょ
に
消
え
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
―
―
と
い
う
歌
を
よ
ん
で
、
泣
い
た
と
い
う
話
で
す
。

㉑

こ
の
物
語
に
は
男
が
断
腸
の
歌
を
よ
ん
で
泣
い
た
と
い
う
感
情
の
付
加
が
あ
っ
て
、
読
者
は
突
き
放

さ
れ
た
思
い
を
せ
ず
に
す
む
の
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
れ
も
、
モ
ラ
ル
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
話
の
ひ

と
つ
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
。

知
っ
て
い
ま
す
ね
。

㉑

こ
の
物
語
で
は
、
三
年
も
口
説
い
て
や
っ
と
思
い
が
か
な
っ
た
と
こ
ろ
で
ま
ん
ま
と
鬼
に
さ
ら
わ
れ

て
し
ま
う
と
い
う
対
照
の
巧
妙
さ
や
、
暗
夜
の
曠
野
を
手
を
ひ
い
て
走
り
な
が
ら
、
草
の
葉
の
露
を
見
て

女
が
あ
れ
は
何
と
き
く
け
れ
ど
も
男
は
い
ち
ず
に
走
ろ
う
と
し
て
返
事
す
ら
も
で
き
な
い
。
―
―
こ
の
美

し
い
情
景
を
持
っ
て
き
て
、
男
の
悲
嘆
と
結
び
合
わ
せ
る
綾
と
し
、
こ
の
物
語
を
宝
石
の
美
し
さ
に
ま
で

仕
上
げ
て
い
ま
す
。

㉑

つ
ま
り
、
女
を
思
う
男
の
情
熱
が
激
し
け
れ
ば
激
し
い
ほ
ど
、
女
が
鬼
に
食
わ
れ
る
と
い
う
む
ご
た

ら
し
さ
が
生
き
る
の
だ
し
、
男
と
女
の
駆
け
落
ち
の
さ
ま
が
美
し
く
せ
ま
る
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

同
様
に
、
む
ご
た
ら
し
さ
が
生
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
女
が
毒
婦
で
あ
っ
た
り
、
男
の
情
熱
が
い
い
か
げ

ん
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
む
ご
た
ら
し
さ
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
ま
た
、
草
の
葉
の
露
を
さ
し
て
あ
れ
は

何
と
女
が
き
く
け
れ
ど
も
男
は
返
事
の
ひ
ま
す
ら
も
な
い
と
い
う
一
挿
話
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
物
語
の
値

打
ち
の
大
半
は
消
え
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

男
の
一
途
な
恋
情
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
、
背
の
上
で
男
に
こ
と
ば
を
か
け
る
女
。
危
機

の
中
で
、
二
人
の
心
は
い
ま
ま
さ
に
ふ
れ
あ
う
。
そ
の
絶
頂
で
、
女
は
消
え
る
。
狼
に
食
わ
れ
た
赤
ず
き

ん
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
。

男
は
突
き
放
さ
れ
、
座
し
て
、
子
ど
も
の
よ
う
に
泣
き
暴
れ
る
。
何
の
救
い
も
な
く
、
物
語
は
終
わ
る
。

㉑

つ
ま
り
、
た
だ
モ
ラ
ル
が
な
い
、
た
だ
突
き
放
す
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
簡
単
に
こ
の
凄
然
た
る
静

か
な
美
し
さ
が
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
モ
ラ
ル
が
な
い
、
突
き
放
す
と
い
う
だ
け
な

ら
ば
、
我
々
は
鬼
や
悪
玉
を
の
さ
ば
ら
せ
て
、
い
く
つ
の
物
語
で
も
簡
単
に
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

う
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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で
は
、
「
凄
然
た
る
（
宝
石
の
冷
た
さ
の
よ
う
な
）
静
か
な
美
し
さ
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る

の
か
。

㉑

こ
の
三
つ
の
物
語
が
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
宝
石
の
冷
た
さ
の
よ
う
な
も
の
は
、
な
に
か
、
絶
対

の
孤
独
―
―
生
存
そ
れ
自
体
が
は
ら
ん
で
い
る
絶
対
の
孤
独
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
生
存
そ
れ
自
体
が
は
ら
ん
で
い
る
絶
対
の
孤
独
」
と
は
？

女
は
食
わ
れ
、
男
は
残
る
。
子
ど
も
は

埋
め
ら
れ
、
男
は
残
る
。
赤
ず
き
ん
は
食
わ
れ
、
狼
は
残
る
。
死
と
生
。

私
た
ち
は
、
絶
対
に
、
孤
独
の
ま
ま
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誰
か
に
見
取
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
の
死
を
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
心
中
し
た
と
し
て
も
、
自
分
の
死
は
自
分
だ
け
の
死
で
あ
る
。
そ

し
て
、
死
は
突
然
や
っ
て
く
る
。

㉑

こ
の
三
つ
の
物
語
に
は
、
ど
う
に
も
、
救
い
よ
う
が
な
く
、
慰
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
鬼
瓦
を
見

て
泣
い
て
い
る
大
名
に
、
あ
な
た
の
奥
さ
ん
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
の
だ
か
ら
と
言
っ
て
慰
め
て
も
、
石
を
空

中
に
浮
か
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
む
な
し
い
努
力
に
す
ぎ
な
い
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
、
皆
さ
ん
の
奥
さ

ん
が
美
人
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
こ
の
狂
言
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う
性
質
の
も
の
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

㉑

そ
れ
な
ら
ば
、
生
存
の
孤
独
と
か
、
我
々
の
ふ
る
さ
と
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
む
ご
た
ら
し

く
、
救
い
の
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
は
、
い
か
に
も
、
そ
の
よ
う
に
、
む
ご
た
ら
し
く
、
救

い
の
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
暗
黒
の
孤
独
に
は
、
ど
う
し
て
も
救
い
が
な
い
。
我
々
の
現
身
は
、

道
に
迷
え
ば
、
救
い
の
家
を
予
期
し
て
歩
く
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
孤
独
は
、
い
つ
も
曠
野

を
迷
う
だ
け
で
、
救
い
の
家
を
予
期
す
ら
も
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
、
最
後
に
、
読
解
問
題
４
む
ご
た
ら

し
い
こ
と
、
救
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
が
、
唯
一
の
救
い
な
の
で
あ
り
ま
す
。
モ
ラ
ル
が
な

い
と
い
う
こ
と
自
体
が
モ
ラ
ル
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
救
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
救
い
で
あ
り

ま
す
。

㉑

私
は
文
学
の
ふ
る
さ
と
、
あ
る
い
は
人
間
の
ふ
る
さ
と
を
、
こ
こ
に
見
ま
す
。
文
学
は
こ
こ
か
ら
始

ま
る
。
―
―
私
は
、
そ
う
も
思
い
ま
す
。

㉑

ア
モ
ラ
ル
な
、
こ
の
突
き
放
し
た
物
語
だ
け
が
文
学
だ
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
否
、
私
は
む

し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
物
語
を
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
評
価
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
ふ
る
さ
と
は
我
々
の
ゆ
り

か
ご
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
人
の
仕
事
は
、
決
し
て
ふ
る
さ
と
へ
帰
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
…
…
。

㉑

だ
が
、
こ
の
ふ
る
さ
と
の
意
識
・
自
覚
の
な
い
と
こ
ろ
に
文
学
が
あ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
文
学

の
モ
ラ
ル
も
、
そ
の
社
会
性
も
、
こ
の
ふ
る
さ
と
の
上
に
生
育
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
決
し
て
信

用
し
な
い
。
そ
し
て
、
文
学
の
批
評
も
。
私
は
そ
の
よ
う
に
信
じ
て
い
ま
す
。

読
解
問
題
４
「
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
、
救
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
が
、
唯
一
の
救
い
」
だ
と
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い
え
る
の
は
な
ぜ
か
。

た
ん
に
言
い
換
え
た
り
、
ま
と
め
た
り
す
る
だ
け
で
は
答
え
ら
れ
な
い
。

「
我
々
の
現
身
は
、
道
に
迷
え
ば
、
救
い
の
家
を
予
期
し
て
歩
く
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の

孤
独
は
、
い
つ
も
曠
野
を
迷
う
だ
け
で
、
救
い
の
家
を
予
期
す
ら
も
で
き
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
手
が

か
り
に
考
え
て
み
よ
う
。

文
字
通
り
道
に
迷
う
。
誰
か
に
道
を
聞
く
。
教
え
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
教
え
て
も
ら
え
な
く
て

も
、
ま
た
誰
か
に
会
う
可
能
性
を
期
待
し
て
歩
く
。
―
―
人
生
の
道
、
で
も
そ
う
だ
。
ど
う
い
う
進
路
を

と
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
迷
う
。
や
っ
て
み
る
。
失
敗
す
る
。
助
け
て
も
ら
う
。
一
つ
乗
り
越
え
る
。
ま
た

迷
う
。
ま
た
乗
り
越
え
る
。
私
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
社
会
性
の
中
で
、
方
向
（
意
味
、
可
能
性
、

モ
ラ
ル
）
を
磁
石
に
歩
い
て
い
る
。
絶
望
的
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
希
望
の
可
能
性
も
あ
る
。

通
常
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
そ
の
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
架
空
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
ま
た
、
現
実
の
生
を
描
く

よ
う
に
、
絶
望
や
困
難
を
描
き
つ
つ
も
、
モ
ラ
ル
―
―
進
む
べ
き
方
向
を
示
唆
す
る
。

し
か
し
、
一
方
、
意
味
も
な
く
、
孤
と
し
て
生
ま
れ
、
も
は
や
進
む
べ
き
方
向
も
な
い
ま
ま
、
孤
と
し

て
生
を
絶
た
れ
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
生
は
ゼ
ロ
原
点
か
ら
、
ゼ
ロ
原
点
へ
の
一
軌
跡

に
す
ぎ
な
い
。
意
味
を
次
々
と
人
は
求
め
る
が
、
意
味
の
劇
場
か
ら
離
れ
、
暗
黒
の
宇
宙
に
ぽ
つ
ん
と
現

れ
た
生
の
観
点
か
ら
見
る
な
ら
、
生
の
無
意
味
さ
＝
救
い
の
な
さ
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
。
逃
れ
よ
う
が

な
い
、
選
択
肢
が
な
い
。

選
択
肢
が
な
い
こ
と
が
救
い
で
あ
る
。

そ
う
置
き
換
え
た
ら
ど
う
か
。

選
択
肢
が
あ
っ
た
の
に
、
選
ば
な
か
っ
た
―
―
そ
こ
に
後
悔
が
生
ま
れ
る
。
選
択
肢
が
横
た
わ
る
―
―

そ
こ
に
不
安
が
生
ま
れ
る
。
ほ
か
の
誰
か
と
比
べ
て
、
自
分
の
選
択
に
後
悔
と
迷
い
が
生
ま
れ
る
。
救
い
、

は
、
次
々
に
先
送
り
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
何
か
の
、
誰
か
の
せ
い
に
さ
れ
る
。

し
か
し
、
選
択
肢
が
な
い
次
元
の
こ
と
に
つ
い
て
、
も
し
そ
れ
を
見
つ
め
る
し
か
な
い
こ
と
を
知
り
、

見
つ
め
た
と
し
た
ら
―
―
安
吾
の
い
う
冷
た
い
美
し
さ
は
、
そ
れ
を
見
つ
め
る
目
に
宿
る
光
で
は
な
い
か
。

こ
と
ば
を
停
止
さ
せ
、
こ
う
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
た
だ
立
ち
止
ま
っ
て
見
つ
め
る
こ
と
。
こ
こ
は
こ

う
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
救
い
―
―
一
つ
の
安
定
で
あ
る
。

安
吾
は
刺
激
的
に
「
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
が
救
い
だ
」
と
読
め
る
よ
う
に
こ
と
ば
を
配
置
し
て
い
る
が
、

む
ご
た
ら
し
く
あ
れ
、
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
救
い
が
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
う
は
な
ら
ず
、

む
ご
た
ら
し
い
運
命
に
落
ち
た
、
と
い
う
の
で
は
、
救
い
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う

モ
ラ
ル
の
目
（
劇
場
を
見
る
目
）
か
ら
見
れ
ば
、
む
ご
た
ら
し
く
見
え
る
事
実
も
、
例
外
な
く
こ
う
で
し

か
な
い
と
い
う
次
元
か
ら
見
る
と
、
そ
の
む
ご
た
ら
し
さ
が
消
え
る
の
で
あ
る
。

解
答
例
「
生
存
の
孤
独
と
は
、
自
分
と
い
う
現
象
が
、
結
局
は
孤
と
し
て
現
れ
、
孤
と
し
て
消
え
る
と
い

う
事
実
を
指
す
。
何
か
を
し
た
ら
こ
の
事
実
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
い
っ
た
救
い
は
、
例
外
な
く
存
在
し
な

い
。
そ
の
事
実
を
、
立
ち
止
ま
っ
て
見
つ
め
る
こ
と
は
、
あ
る
冷
静
な
心
の
安
定
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
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あ
る
か
ら
。」

■
読
解
問
題

１

「
私
の
目
に
し
み
る
風
景
」
と
は
筆
者
の
ど
の
よ
う
な
思
い
を
示
し
て
い
る
か
。

２

「
観
念
の
目
を
閉
じ
る
よ
う
な
気
持
ち
」
と
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
か
。

３

「
根
の
下
り
た
生
活
に
突
き
放
さ
れ
た
と
い
う
事
実
自
体
は
り
っ
ぱ
に
根
の
下
り
た
生
活
」
と
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
か
。

４

「
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
、
救
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
が
、
唯
一
の
救
い
」
だ
と
い
え
る

の
は
な
ぜ
か
。

■
発
展
問
題

ぷ
つ
ん
と
途
切
れ
て
、
突
き
放
さ
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
が
す
る
小
説
や
映
画
、
漫
画
、
演
劇
な
ど
の
例

を
挙
げ
、
本
文
の
議
論
と
比
較
し
て
、
論
ぜ
よ
。

●
重
要
語｢

モ
ラ
ル
」
＝
（
精
選
版

日
本
国
語
大
辞
典
）

①
道
徳
。
倫
理
。
行
為
の
正
邪
と
そ
の
区
別
に
関
す
る

態
度
、
ま
た
、
広
く
人
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
、
精
神
的
態
度
に
つ
い
て
も
い
う
。
②
物
語
、
出
来

事
、
体
験
な
ど
の
内
的
な
意
味
。

安
吾
の
使
い
方
の
中
で
も
、
②
の
「
意
味
」
と
い
う
意
味
に
置
き
換
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
文
脈
が
あ

っ
た
。


