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

４

武

満

徹
「
未
知
へ
向
け
て
の
信
号
」

た
け
み
つ
と
お
る

●
参
考
『
武
満
徹
著
作
集
全
五
巻
』【760/T7/6-1

～5

】、『
時
間
の
園
丁
』【760/T7/5

】（
北
野
高
校
図
書
館
）

え
ん
て
い

■
目
標

●
随
筆
的
な
文
章
の
論
理
を
追
跡
す
る
。
（
追
跡
す
る
な
か
で
、
事
例
と
の
つ
な
が
り
や
話
題
の
転
換
に

気
づ
き
、
停
止
し
、
見
渡
す
、
と
い
う
練
習
）

■
追
跡

①

此
頃
に
な
っ
て
、
こ
こ
信
州
の
山
も
、
や
っ
と
夏
ら
し
い
表
情
を
取
り
戻
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
普
段
な
ら
、
避
暑

地
と
は
い
え
、
日
中
は
か
な
り
の
暑
さ
だ
が
、
今
年
は
、
七
月
半
ば
に
、
ま
る
で
冬
の
よ
う
な
冷
た
い
氷
雨
が
降
り
、
気

温
も
十
三
、
四
度
程
に
し
か
上
が
ら
な
い
よ
う
な
日
が
、
幾
日
か
、
あ
っ
た
。
気
象
観
測
衛
星
が
天
候
の
様
子
を
仔
細
に

分
析
し
て
、
予
報
は
か
な
り
正
確
に
な
っ
た
と
は
い
い
な
が
ら
、
だ
が
そ
れ
も
余
り
当
て
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

◆
問
い
の
感
知
。「
未
知
へ
向
け
て
の
信
号
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
、「
予
報
が
当
て
に
な
ら
な
か
っ

た
」
と
い
う
例
が
関
係
し
て
い
る
と
勘
づ
こ
う
。
議
論
が
ど
っ
ち
を
向
い
て
進
む
か
予
測
す
る
こ
と
が
情

、
、
、
、

、
、
、
、

報
処
理
を
的
確
に
し
、
速
め
る
。

②

科
学
は
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
究
め
、
新
し
い
情
報
科
学
の
エ
ポ
ッ
ク
を
迎
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
に
と
っ

て
の
未
知
は
、
ま
だ
量
り
し
れ
な
い
ほ
ど
に
大
き
い
。
人
間
の
手
が
及
ば
ぬ
も
の
、
人
間
が
制
御
し
え
な
い
も
の
が
ま
だ

多
く
残
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
、
だ
が
、
ほ
っ
と
し
た
思
い
も
す
る
。

未
知
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
、
ほ
っ
と
す
る
。
書
き
手
の
示
す
方
向
が
う
っ
す
ら
見
え
て
き
た
。

③

風
が
起
こ
り
、
霧
が
は
れ
て
、
山
が
忽
然
と
青
黒
い
姿
を
顕
す
と
、
は
た
し
て
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
も
ず
っ
と
そ
こ
に

在
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
新
た
な
驚
き
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
ん
な
時
に
、
私
は
、
自
分
の
な
か
で
、
音
楽
へ
向
か
っ
て
、

な
に
か
が
動
き
は
じ
め
る
の
を
覚
え
る
。
こ
う
し
た
感
興
は
、
か
な
ら
ず
し
も
な
に
か
の
対
立
が
生
み
だ
す
劇
的
情
動
と

い
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
然
界
に
は
、
目
に
立
つ
激
し
い
変
化
も
あ
れ
ば
、
目
に
は
見
え
な
い
が
変
化
し
続
け

る
様
態
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
私
は
、
そ
の
中
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
目
に
見
え
な
い
も
の
に
目
を
開
き
、
そ
れ
を

聴
こ
う
と
す
る
人
間
か
も
し
れ
な
い
。

前
の
段
落
と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
、
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
い
。
雨
が
上
が
り
、
信
州
の
山
が
見

え
て
き
た
経
験
を
元
に
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
の
は
わ
か
る
。
―
―
追
っ
か
け
て
い
こ
う
。

見
え
な
か
っ
た
山
が
見
え
る
。
こ
れ
に
驚
く
、
と
い
う
の
は
、
筆
者
独
特
の
感
性
か
も
し
れ
な
い
。「
当

武満徹「未知へ向けての信号」
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然
じ
ゃ
ん
」
と
な
に
も
心
動
か
さ
な
い
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
作
曲
家
で
あ
る
武

満

徹
は
、
そ
ん
な
〈
目

た
け
み
つ
と
お
る

立
た
な
い
〉
変
化
に
刺
激
さ
れ
、
音
楽
の
創
作
へ
向
か
う
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
。「
見
え
に
く
い
変
化
に
目

や
耳
を
向
け
る
人
間
」
と
い
う
自
己
認
識
。

④

人
間
の
認
識
と
い
う
も
の
は
、
一
様
で
は
な
く
、
多
次
元
に
亘
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
私
が
感
じ
と
っ
た
も
の
が
、

わ
た

そ
れ
が
直
ち
に
、
同
様
に
、
他
人
の
も
の
と
は
な
り
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
だ
が
、
私
は
、
ひ
と
り
で
は
な
い
。

私
は
生
き
て
い
る
が
、
ま
た
同
時
に
、
生
か
さ
れ
て
も
い
る
の
だ
。
何
に
、
ま
た
誰
に
よ
っ
て
？

「
私
が
感
じ
と
っ
た
も
の
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
、
同
様
に
、
他
人
の
も
の
と
は
な
り
え
な
い
」。
こ
れ

は
、
自
他
が
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
。
独
創
を
追
う
性
向
の
あ
る
人
は
、
特
に
こ
れ
を
強
く
感
じ

る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
同
時
に
、
私
は
何
か
＝
だ
れ
か
に
よ
っ
て
、
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
感
じ
る
。
感

じ
と
っ
た
も
の
は
、
閉
じ
ら
れ
た
ま
ま
、
自
分
の
中
で
終
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
思
い
が
、

私
は
ひ
と
り
で
は
な
い
と
い
う
思
い
、
そ
し
て
、
音
楽
を
作
る
と
い
う
動
機
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

⑤

私
の
音
楽
は
、
た
ぶ
ん
、
そ
の
未
知
へ
向
け
て
発
す
る
信
号
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
私
は
想
像
も

し
、
信
じ
る
の
だ
が
、
私
の
信
号
が
他
の
信
号
と
出
合
い
そ
れ
に
よ
っ
て
起
き
る
物
理
的
変
調
が
、
二
つ
の
も
の
を
そ
れ

本
来
と
は
異
な
る
新
し
い
響
き
（
調
和
）
に
変
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
休
む
こ
と
な
く
動
き
続
け
、

変
化
し
続
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
。
し
た
が
っ
て
私
の
音
楽
は
楽
譜
の
上
に
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
１
む
し
ろ
そ

れ
を
拒
む
意
志
だ
。

何
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
作
曲
と
い
う
場
面
か
ら
推
定
し
よ
う
。
「
そ
の
未
知
＝
未
だ
知
ら
な
い

も
の
」
と
は
、
直
前
、「
何
に
、
ま
た
誰
に
よ
っ
て
？
」
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
誰
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、

私
を
生
か
し
て
く
れ
て
い
る
人
（
も
の
？
）。
比
喩
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
さ
て
お
き
、「
私
の
音
楽
＝
信

号
」
と
い
う
等
式
は
立
つ
。

私
が
発
信
す
る
も
の
（
音
楽
？
）
が
、
他
か
ら
発
信
さ
れ
る
も
の
（
な
ん
だ
ろ
？
）
と
出
会
い
、
ぶ
つ

か
っ
た
り
、
な
ん
や
ら
か
ん
や
ら
絡
み
合
っ
た
り
し
て
、
変
化
し
て
、
前
と
違
う
新
し
い
調
和
の
と
れ
た

も
の
に
な
っ
て
い
く
。
…
…
っ
て
こ
と
を
、
わ
た
し
ゃ
信
じ
て
る
。
武
満
さ
ん
、
信
じ
て
る
ん
だ
な
。
し

か
も
そ
れ
は
一
回
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
何
度
も
ま
た
変
化
し
て
、
変
化
し
て
、
変
化
し
て
―
―
ど
こ
ま
で

変
化
す
る
ん
や
ろ
か
。
「
私
の
音
楽
は
楽
譜
の
上
に
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
」
―
―
や
っ
ぱ
し
音
楽
の

こ
と
な
ん
や
ね
。
楽
譜
に
書
い
て
、
は
い
お
し
ま
い
、
で
は
な
い
。
そ
り
ゃ
そ
う
で
し
ょ
。
と
い
い
た
く

な
る
が
、
ま
あ
、
そ
れ
を
見
て
だ
れ
か
が
演
奏
し
て
、
そ
の
と
き
に
い
ろ
ん
な
解
釈
も
あ
っ
て
、
上
手
に

引
い
て
く
れ
た
り
、（
へ
た
く
そ
だ
っ
た
り
）、
聞
く
ほ
う
も
い
ろ
い
ろ
で
、
き
の
う
の
聞
き
手
は
あ
あ
聞

い
た
け
ど
、
き
ょ
う
の
聞
き
手
は
こ
う
聞
い
て
、
時
代
が
変
わ
れ
ば
ま
た
お
互
い
に
発
信
受
信
の
ぶ
つ
か

り
方
が
ま
た
違
っ
て
き
て
―
―
と
い
う
感
じ
な
の
か
な
。
よ
く
わ
か
ら
ん
け
ど
。

読
解
問
題
１
「
む
し
ろ
そ
れ
を
拒
む
意
志
だ
」
と
は
と
の
よ
う
な
こ
と
か
。
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武満徹「未知へ向けての信号」

「
そ
れ
」
＝
私
の
音
楽
が
楽
譜
の
上
に
完
結
す
る
こ
と
、
だ
か
ら
、「
私
は
、
私
の
音
楽
が
楽
譜
の
上

に
完
結
す
る
こ
と
を
拒
む
意
志
を
持
っ
て
い
る
」
わ
け
で
す
な
。「
完
結
し
な
い
で
！
」
っ
て
願
っ
て
る
。

じ
ゃ
ど
う
な
れ
ば
い
い
の
？

「
私
の
信
号
＝
音
楽
が
他
の
人
と
出
合
い
、
新
し
い
響
き
に
変
わ
り
、
変
化
し
続
け
る
こ
と
」
を
信
じ
て

る
。
完
結
し
な
い
／
変
化
し
続
け
る
、
と
い
う
セ
ッ
ト
で
ま
と
め
る
と
い
い
。

（
解
答
例
）「
（
筆
者
は
）
自
分
の
音
楽
が
楽
譜
に
書
い
た
と
お
り
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
音
楽

が
他
の
人
た
ち
と
出
合
い
続
け
る
こ
と
で
、
新
し
い
響
き
に
変
化
し
続
け
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
。」（

字
）

74

⑥

だ
が
こ
れ
は
西
洋
の
芸
術
志
向
と
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
西
洋
音
楽
に
深
い
憧
憬
を
も
っ
て

接
し
、
そ
れ
を
究
め
よ
う
と
作
曲
を
生
業
と
し
て
き
た
者
と
し
て
は
、
随
分
大
き
な
矛
盾
を
抱
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な

る
。
だ
が
い
ま
や
そ
れ
は
、
安
直
に
溶
解
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
果
て
し
な
く
大
き
く
膨
れ
続
け
て
い
る
。

自
分
の
音
楽
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
西
洋
で
の
音
楽
に
つ
い
て
の
考
え
と
大
き
く
異
な
る
。
西
洋
音
楽

を
憧
れ
て
い
る
の
に
、
自
分
の
考
え
方
が
西
洋
音
楽
の
考
え
方
と
異
な
る
と
い
う
の
は
大
き
な
矛
盾
だ
。

で
も
、
こ
の
矛
盾
は
、
な
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、
大
き
く
な
り
続
け
て
い
る
。
―
―
ど
ー
な
る
ん
だ
！

「
完
結
し
な
い
で
！
」
と
異
な
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
西
洋
で
は
「
完
結
し
ろ
よ
」
っ
て
考
え
る
の
か
。

お
れ
の
書
い
た
と
お
り
、
完
結
し
ろ
よ
。
え
ら
そ
う
で
す
ね
。「
わ
か
ら
ん
や
つ
は
わ
か
ら
ん
で
い
い
！
」

み
た
い
な
。

●
〔
停
止
と
見
渡
し
〕
こ
こ
で
、
い
っ
た
ん
停
止
せ
よ
。「
未
知
の
も
の
」
へ
向
け
て
、〈
未
完
結
〉
な

ま
ま
投
げ
出
す
、
そ
れ
で
も
だ
れ
か
が
キ
ャ
ッ
チ
し
て
育
て
て
く
れ
る
と
い
う
、
筆
者
の
信
じ
る
方
向
と
、

「
わ
か
っ
て
る
相
手
」
に
〈
完
結
〉
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
ド
ン
と
「
ど
う
だ
！
」
と
押
し
出
す
「
西
洋
の

芸
術
志
向
」
と
の
違
い
が
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
。

⑦

も
し
か
し
た
ら
日
本
の
（
東
洋
の
）
作
曲
家
は
、
誰
し
も
、
そ
う
し
た
矛
盾
を
内
面
に
抱
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
と
考
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
し
も
断
定
は
で
き
な
い
。
私
は
日
本
を
代
表
す
る
作
曲
家
で
も
な
け
れ
ば
「
日
本
」
の

作
曲
家
で
も
な
い
。
日
本
に
生
ま
れ
、
育
ち
、
こ
の
土
地
の
文
化
の
影
響
を
多
く
蒙
っ
て
い
る
こ
と
を
充
分
に
自
覚
し
な

が
ら
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
枠
か
ら
自
由
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

み
ん
な
も
自
分
の
考
え
方
が
西
洋
音
楽
の
考
え
方
と
異
な
る
っ
て
思
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
知
ら
ん

け
ど
。
と
に
か
く
自
分
は
、
日
本
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
け
ど
、
そ
の
日
本
文
化
の
影
響
か
ら
自
由

で
い
た
い
。
む
り
か
も
し
ら
ん
け
ど
。
―
―
西
洋
的
じ
ゃ
な
い
の
が
い
い
の
か
、
日
本
的
じ
ゃ
な
い
の
が

せ
い
い
の
か
、
ど
っ
ち
な
ん
で
す
か
？

武
満
さ
ん
。
こ
こ
に
は
武
満
さ
ん
の
迷
い
の
よ
う
な
も
の
と
願

い
が
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
。
迷
っ
て
る
ん
だ
な
、
と
、
は
っ
き
り
つ
か
む
。

、
、
、
、

⑧

｢

日
本
」
の
（
西
洋
音
楽
）
作
曲
家
と
い
う
特
殊
性
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
最
近
は
随
分
少
な
く
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
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で
も
２
国
外
で
は
、
未
だ
に
、
そ
う
し
た
居
心
地
悪
い
思
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
人
間
の
理
解
の
幅
は
、
こ
ん
な
時
代

に
な
っ
て
も
一
向
に
拡
が
ら
ず
、
深
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
変
化
の
兆
し
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
情

報
科
学
の
進
化
は
、
量
的
な
も
の
か
ら
質
的
な
も
の
へ
向
か
っ
て
変
化
し
て
い
る
の
は
疑
い
よ
う
も
な
い
事
実
だ
し
、
異

な
る
文
化
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
化
へ
早
急
に
統
合
さ
れ
そ
う
な
気
配
す
ら
み
せ
は
じ
め
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
こ
れ
も

ま
た
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
簡
単
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
安
易
な
統
合
が
生

み
だ
す
も
の
は
一
体
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
？

起
こ
り
え
な
い
だ
ろ
う
こ
と
と
解
り
な
が
ら
も
、
単
純
に
な
ら
さ
れ
た
均

質
の
文
化
な
ど
、
考
え
る
だ
に
恐
ろ
し
い
。

日
本
人
の
顔
し
て
る
の
に
、
西
洋
音
楽
や
っ
て
る
っ
て
変
わ
っ
て
る
ね
ー
。
こ
れ
は
あ
れ
か
な
、
黒
人

や
白
人
が
雅
楽
の
演
奏
し
て
る
み
た
い
な
感
じ
な
の
か
。
そ
の
文
化
の
も
の
は
、
そ
の
土
地
の
人
が
や
れ

っ
て
い
う
感
覚
。
で
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
、
そ
う
い
う
文
化
の
垣
根
を
取
り
払
い
つ
つ
あ
る
。
で
も
で

も
、
垣
根
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
文
化
は
一
つ
、
っ
て
の
も
な
あ
。
武
満
さ
ん
、
垣
根
、
要
る
？

要
ら

な
い
？

ど
っ
ち
？

こ
こ
に
も
、
迷
い
が
ち
ら
ち
ら
。

、
、
、
、

読
解
問
題
２
「
国
外
で
は
、
未
だ
に
、
そ
う
し
た
居
心
地
悪
い
思
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
か
。

「
そ
う
し
た
居
心
地
悪
い
思
い
」
＝
「｢

日
本
」
の
（
西
洋
音
楽
）
作
曲
家
と
い
う
特
殊
性
で
見
ら
れ

る
こ
と
」。
こ
の
等
式
を
踏
ま
え
て
、
こ
と
ば
を
補
い
、
居
心
地
の
悪
さ
、
を
別
の
言
葉
で
表
現
す
る
。

そ
の
と
き
、
こ
こ
に
前
の
段
落
の
「
自
分
は
、（
日
本
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
け
ど
、）
そ
の
日
本
文

化
の
影
響
か
ら
自
由
で
い
た
い
」
と
い
う
筆
者
の
思
い
を
ふ
ま
え
る
こ
と
。
自
分
の
思
い
と
外
か
ら
の
見

ら
れ
方
と
の
食
い
違
い
に
ふ
れ
る
こ
と
が
必
須
。

（
解
答
例
）
「
自
分
は
、
日
本
文
化
の
影
響
か
ら
自
由
な
立
場
で
西
洋
音
楽
に
取
り
組
み
た
い
と
思
っ
て

や
っ
て
き
た
の
に
、
外
国
で
は
、
今
で
も
、
西
洋
と
は
異
な
っ
た
文
化
で
あ
る
日
本
文
化
の
影
響
受
け
て

い
る
は
ず
の
人
間
と
し
て
し
か
見
ら
れ
ず
、
ど
こ
か
よ
そ
者
扱
い
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
と
い
う
こ

と
。（1

16

字
）」

⑨

私
た
ち
日
本
の
（
西
洋
音
楽
）
作
曲
家
が
、
自
分
の
も
の
と
は
異
な
る
伝
統
文
化
に
育
っ
た
西
洋
近
代
音
楽
を
学
び

実
践
し
て
い
る
こ
と
の
（
西
洋
人
と
は
異
な
る
）
有
利
は
、
３
他
者
の
眼
で
私
た
ち
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
文
化
を
、

そ
の
内
か
ら
、
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
文
化
は
、
国
家
と
い
う
よ
う
な
制
度
や
観

念
と
は
無
縁
で
、
自
由
な
（
地
球
上
の
）
一
地
域
の
、
確
固
と
し
て
生
き
、
ま
た
変
化
し
続
け
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
だ
が
―
―
。
そ
し
て
、
ほ
ん
と
う
の
（
国
際
間
で
の
）
相
互
理
解
は
、
そ
こ
か
ら
し
か

始
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
感
を
持
っ
て
理
解
し
た
い
。
逆
に
、
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
伝
統
文
化
を
、
そ
の
ま
ま
受
け

継
い
で
実
践
し
て
い
る
場
合
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
日
本
人
が
和
歌
や
っ
て
る
と
か
さ
。
地
元
の
お
祭
り

や
る
と
か
。
そ
の
と
き
は
、「
他
者
の
目
」
で
見
る
、
と
い
う
度
合
い
は
減
る
。
な
ん
だ
か
わ
か
ら
ん
け
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武満徹「未知へ向けての信号」

ど
、
こ
れ
が
伝
統
な
ん
だ
よ
と
か
い
っ
て
、
無
条
件
で
礼
賛
し
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
え
ら
そ
う
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
矛
盾
は
な
い
し
、
誇
り
み
た
い
な
も
の
も
感
じ
る
し
、
ち
ょ
っ
と
ほ
か
の
文
化
を

低
く
見
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
ぴ
っ
た
り
き
て
る
が
ゆ
え
に
自
文
化
を
絶
対
視
す
る
落
と
し
穴
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
人
な
の
に
西
洋
の
音
楽
を
作
曲
す
る
人
間
は
、
自
分
の
も
の
と
は
異
な
る
伝
統
文
化
の
な
か
で
発

達
し
て
き
た
西
洋
の
音
楽
を
学
び
、
実
践
す
る
。
そ
の
と
き
「
他
者
の
眼
で
自
分
た
ち
が
生
ま
れ
育
っ
た

地
域
の
文
化
を
、
そ
の
内
か
ら
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
」。
こ
れ
は
、「
自
分
の
も
の
と
は
異
な
る
伝
統
文

化
」
の
ま
な
ざ
し
で
見
る
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本
人
じ
ゃ
な
い
ま
な
ざ
し
で
、
日
本
文
化
（
自
分
た
ち
が

生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
文
化
）
を
見
る
。
し
か
し
、
西
洋
人
な
ら
、
日
本
文
化
を
外
か
ら
見
る
こ
と
し
か

で
き
な
い
し
、
日
本
日
本
し
た
人
（
っ
て
ど
ん
な
人
や
）
は
、
た
だ
閉
じ
た
形
で
感
じ
る
だ
け
だ
が
、〈
か

ら
だ
は
日
本
、
ま
な
ざ
し
は
西
洋
人
〉
の
ひ
と
は
、
内
側
か
ら
見
つ
つ
、
同
時
に
解
放
さ
れ
て
い
る
。「
日

本
文
化
の
影
響
か
ら
自
由
で
い
た
い
」
と
い
う
思
い
が
働
く
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
有
利
」
だ
と

筆
者
は
言
う
。
な
ぜ
？

読
解
問
題
３
「
他
者
の
眼
で
私
た
ち
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
文
化
を
、
そ
の
内
か
ら
、
見
る
こ
と
が
出

来
る
」
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
な
点
で
筆
者
は
「
有
利
」
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
。

筆
者
は
文
化
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
な
。

「
そ
の
文
化
（
＝
自
分
た
ち
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
文
化
）
は
、
国
家
と
い
う
よ
う
な
制
度
や
観
念

と
は
無
縁
で
、
自
由
な
（
地
球
上
の
）
一
地
域
の
、
確
固
と
し
て
生
き
、
ま
た
変
化
し
続
け
る
も
の
と
し

て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

国
家
と
は
制
度
で
あ
り
観
念
だ
っ
て
い
っ
て
る
。
そ
し
て
、
本
来
文
化
は
、
そ
ん
な
制
度
や
観
念
（
国

と
い
う
幻
想
）
と
は
関
係
な
く
、
自
由
な
も
の
、
あ
る
地
域
に
確
か
に
生
き
続
け
、
固
定
的
で
は
な
く
、

変
化
し
続
け
る
も
の
。
国
家
と
切
り
離
さ
れ
て
自
由
に
生
き
続
け
る
文
化
と
い
う
見
方
は
、「
ほ
ん
と
う

の
国
際
間
で
の
＝
国
家
に
こ
だ
わ
ら
な
い
相
互
理
解
」
を
は
ぐ
く
ん
で
い
く
。

国
家
に
こ
だ
わ
る
＝
不
自
由
。
国
家
に
こ
だ
わ
ら
な
い
＝
自
由
。
自
分
た
ち
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の

文
化
を
絶
対
視
し
な
い
ま
な
ざ
し
。
そ
れ
は
、
異
な
る
伝
統
文
化
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の

な
の
だ
。

「
自
分
た
ち
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
文
化
を
」
こ
う
い
う
ふ
う
に
捉
え
れ
ば
、
こ
ん
な
い
い
こ
と
が

あ
る
、
と
い
う
形
で
書
く
。

（
解
答
例
）「
自
分
た
ち
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
文
化
を
絶
対
視
せ
ず
、
国
家
と
い
う
制
度
や
観
念
と

は
無
縁
な
、
地
球
上
の
一
つ
の
地
域
の
文
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
に
こ
だ
わ
ら
な
い
自

由
な
相
互
理
解
に
つ
な
が
る
点
。（

字
）」

87

⑩

そ
れ
に
し
て
も
「
人
間
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
立
し
た
自
由
な
人
間
に
な
る
た
め
に
は
、
殆
ど
無
限
の
時
間
が
必
要
だ

ろ
う
。
矛
盾
を
抱
え
、
打
ち
ひ
し
が
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
な
お
私
が
音
楽
を
止
め
な
い
で
い
る
の
は
、
そ
の
無
限
の

時
間
を
拓
く
園

丁
の
ひ
と
り
で
あ
り
た
い
と
い
う
希
望
を
捨
て
き
れ
ず
に
い
る
か
ら
だ
。

え
ん
て
い

⑪

山
に
動
じ
、
と
り
と
め
な
い
感
慨
に
耽
っ
て
い
る
と
、
た
ち
ま
ち
に
時
間
は
過
ぎ
、
山
は
再
び
雲
に
蔽
わ
れ
て
、
視
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界
か
ら
消
え
た
。

「
「
人
間
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
立
し
た
自
由
な
人
間
に
な
る
」
。
ほ
ん
と
う
は
そ
れ
が
近
代
の
理
想
だ
が
、

現
実
に
は
、
特
に
現
在
、
な
ん
と
〈
国
家
〉
が
醜
く
し
ゃ
し
ゃ
り
出
て
く
る
こ
と
か
。
改
め
て
確
認
し
て
お

く
が
、「
「
人
間
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
立
し
た
自
由
な
人
間
に
な
る
」
た
め
に
、
人
間
は
社
会
を
構
成
す
る
。〈
国
家
〉
は
、

そ
の
社
会
を
有
効
に
運
営
す
る
形
態
の
一
つ
で
あ
る
。
国
家
よ
り
先
に
人
間
が
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
近
代
の
根
底
を
支

え
て
い
る
し
、
そ
れ
は
近
代
に
合
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
で
、
い
つ
の
時
代
に
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
真
理
で
あ
る
。

武
満
さ
ん
に
は
あ
る
種
の
絶
望
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
彼
は
希
望
を
捨
て
な
い
。
園
丁
と
い
う
の
は
、

庭
の
手
入
れ
を
す
る
人
だ
が
、
こ
こ
に
は
種
が
芽
を
吹
き
、
育
つ
の
を
手
助
け
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら

れ
て
い
る
。
音
楽
が
自
由
な
人
間
を
作
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
じ
つ
は
、
あ
の
孔
子
が
説
い
た
こ
と
と

ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。

「
孔
子
が
斉
の
国
に
滞
在
し
た
と
き
、
韶(

し
ょ
う)

の
音
楽
を
聞
き
い
て
感
動
し
、
三
ヶ
月
間
肉
の
味
が
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で

し
た
。
そ
し
て
、『
音
楽
が
こ
の
様
な
高
み
に
達
し
よ
う
と
は
想
像
も
し
な
か
っ
た
』
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。」（『
論
語
』）

■
読
解
問
題

１
「
む
し
ろ
そ
れ
を
拒
む
意
志
だ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

２
「
国
外
で
は
、
未
だ
に
、
そ
う
し
た
居
心
地
悪
い
思
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

３
「
他
者
の
眼
で
私
た
ち
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
文
化
を
、
そ
の
内
か
ら
、
見
る
こ
と
が
出
来
る
」
こ

と
を
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
点
で
「
有
利
」
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
。

■
発
展
問
題

武
満
さ
ん
の
い
っ
て
い
る
こ
と
の
な
か
か
ら
、
よ
く
理
解
で
き
た
り
、
共
感
し
た
り
、
逆
に
質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ
り
し
た
箇
所
を
抜
き
出
し
、
ど
う
い
う
点
で
理
解
／
共
感
／
問
い
を
感
じ
た
の
か
、
書
き
な

さ
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
一
箇
所
で
よ
い
。

（
ヒ
ン
ト
）
た
と
え
ば
、
音
楽
を
や
っ
て
い
る
人
。
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
演
奏
や
歌
を
ど
の
よ
う
に
発
信
し
て
い
ま
す

か
、
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
て
。
ま
た
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
音
楽
（
や
そ
の
他
の
ア
ー
ト
）
を
受
信
し
て
い
ま
す
か
。

ア
ー
ト
は
あ
な
た
を
自
由
に
し
て
い
ま
す
か
？

●
重
要
語｢

グ
ロ
ー
バ
ル
」
＝
地
球
的
な
。globe

は
、
地
球
。
球
を
意
味
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
私
た

ち
の
星
が
閉
じ
た
球
体
だ
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
く
語
と
い
う
こ
と
だ
。
地
球
、
と
い
う
日
本
語
も
そ
う

、

や
ね
。
陸
地
と
海
で
つ
な
が
っ
た
一
つ
の
世
界
。
▼
か
つ
て
は
国
際
的
＝
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う

、
、
、
、
、

語
が
よ
く
使
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
国
）
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
国
）
の
間
、
と
い
う
意
味
だ
か

ら
、
国
家
が
前
提
と
な
っ
た
語
。
国
家
と
い
う
〈
細
胞
〉
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
間
を
往
来
す
る
感
じ
。、

対
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
の
場
合
は
、〈
細
胞
膜
〉
は
も
う
破
れ
て
い
て
、
自
由
に
、
人
・
金
・
モ
ノ
・
情
報

が
行
き
来
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
だ
。
ネ
ッ
ト
は
物
理
的
な
距
離
を
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
し
て
し
ま
っ
た
ね
。


