
- 1/6 -

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

６

永
井
均
「
マ
ン
ガ
の
哲
学
」●

出
典

永
井
均
『
マ
ン
ガ
は
哲
学
す
る
』【726/N

5/1

】（
北
野
高
校
図
書
館
）

■
目
標

●
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
具
体
例
と
結
び
つ
け
て
捉
え
な
お
す
。

■
追
跡

①

ま
ず
、
不
朽
の
名
作
か
ら
。（
本
文
の
マ
ン
ガ
参
照
）

②

最
初
、
こ
の
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
は
新
し
い
字
を
発
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

た
し
か
に
、
新
し
い
字
を
発
明
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
な
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
だ
が
次
に
、
こ
の
マ
ン

ガ
の
ほ
ん
と
う
の
お
も
し
ろ
さ
は
、新
し
い
字
の
発
音
を
そ
の
字
を
使
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
ま
だ
そ
の
字
の
読
み
方
を
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
字
を
使

っ
て
そ
の
読
み
方
を
言
わ
れ
て
も
役
に
立
た
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
、「
『
こ
じ
む
い
』

と
い
う
新
し
い
形
容
詞
を
発
明
し
ま
し
た
。
―
―
ど
う
い
う
と
き
に
使
う
の
か
ね
？
―
―
こ
じ
む
い
と
き

で
す
」
で
も
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
お
も
し
ろ
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
「
み
」
た
い
な
「
ゐ
」
み
た
い
な
「
お
」
み
た
い
な
や
つ
、
な
ん
て
よ
む
ん
や
ろ
ね
。
瞬
間
的
に

ど
ん
な
音
が
浮
か
ん
だ
か
な
？

な
ん
か
、
あ
り
え
な
い
ん
や
け
ど
、
あ
り
そ
う
な
音
が
浮
か
ぶ
気
も
す

る
。さ

て
、
筆
者
は
こ
の
マ
ン
ガ
の
お
も
し
ろ
さ
を
二
つ
示
し
て
い
る
。

１
「
新
し
い
字
を
発
明
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
な
ん
ね
ん
！
」（
ぼ
く
ら
は
今
あ
る
字
で
な
ん
で
も
で
き

る
と
な
ん
と
な
く
思
い
込
ん
で
る
）

２
「
新
し
い
字
の
発
音
を
そ
の
字
を
使
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
」（
そ
や
な
。
知
ら
な
い
国
の

文
字
の
発
音
を
、
発
音
を
知
っ
て
る
文
字
で
示
す
こ
と
は
で
き
る
け
ど
な
。「
新
し
い
字
の
発
音
」
は
、

音
が
な
い
と
む
り
や
な
っ
て
気
づ
く
）

『
こ
じ
む
い
』
と
は
こ
む
じ
い
と
き
に
つ
か
う
こ
と
ば
、
と
い
う
の
も
お
も
し
ろ
い
。
た
と
え
ば
、
微

妙
な
方
言
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ん
て
、
結
局
、
そ
う
い
う
し
か
な
い
よ
う
な
…
…
。「
い
ち
び
り
っ
て
ど
ん

な
意
味
？
」「
ま
あ
、
い
ち
び
り
は
い
ち
び
り
や
な
」
と
か
。
辞
書
な
ど
の
語
義
と
い
う
の
は
、
他
の
語

に
よ
る
言
い
換
え
だ
が
、
語
義
を
暗
記
し
て
も
実
際
に
は
使
え
な
い
。
結
局
、
い
ち
び
り
は
い
ち
び
っ
て

み
な
け
れ
ば
、
わ
か
ら
な
い
。

―
―
で
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
―
―
と
③
へ
続
く
。

③

た
し
か
に
そ
う
い
う
お
も
し
ろ
さ
の
要
素
も
あ
る
。
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
加
わ
る
お
も
し
ろ
さ
は
、

マ
ン
ガ
と
い
う
表
現
形
式
に
と
も
な
う
約
束
事
が
、
こ
こ
に
お
の
ず
と
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
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ろ
う
。
マ
ン
ガ
は
（
実
際
に
は
発
音
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
せ
り
ふ
も
字
で
書
か
れ
る

と
い
う
約
束
事
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
マ
ン
ガ
を
自
然
に
読
ん
で
い
る
者
は
、
そ
の
約
束
事
を
も

う
意
識
し
て
い
な
い
。
意
識
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
マ
ン
ガ
を
自
然
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

３
「
マ
ン
ガ
と
い
う
表
現
形
式
に
と
も
な
う
約
束
事
が
、
こ
こ
に
お
の
ず
と
示
さ
れ
て
い
る
」

こ
の
「
約
束
事
」
と
は
、「
マ
ン
ガ
は
、
実
際
に
は
発
音
さ
れ
て
い
る
せ
り
ふ
を
字
で
書
く
」
と
い
う

約
束
。「
お
の
ず
と
示
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
せ
り
ふ
を
無
意
識
に
音
と
し
て
読
ん
で
い
る
私
た

ち
は
、
こ
の
マ
ン
ガ
を
見
て
、「
あ
、
読
め
な
い
」
っ
て
思
い
、
そ
こ
か
ら
、「
あ
、
ふ
つ
う
は
音
と
し
て

読
ん
で
る
の
ね
」
と
気
づ
く
と
い
う
こ
と
だ
。

④

わ
れ
わ
れ
は
「
こ
じ
む
い
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
知
ら
な
い
か
ら
、「
『
こ
じ
む
い
』
は
、
こ
じ
む

い
こ
と
を
意
味
す
る
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
も
、
何
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
み
な
「
す
っ

ぱ
い
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、「
『
す
っ
ぱ
い
』
は
す
っ
ぱ
い
こ
と
を
意
味
す
る
」
と

い
う
言
い
方
が
で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
、
最
初
の
「
す
っ
ぱ
い
」
は
言
葉
そ

の
も
の
を
指
し
て
お
り
、
次
に
出
て
く
る
「
す
っ
ぱ
い
こ
と
」
は
実
際
の
す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
を
指
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
す
っ
ぱ
い
１
」
は
、
こ
と
ば
。
「
す
っ
ぱ
い
２
」
は
、
あ
の
、
口
の
中
の
唾
が
出
る
味
。
＝
実
際
の

す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
。

⑤

実
際
の
す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
？

で
も
、
そ
の
「
実
際
の
す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
」
が
、
こ
こ
で
は
も

う
す
で
に
「
実
際
の
す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
表
現
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
で
は
な

い
か
。
さ
て
で
は
、
そ
の
言
葉
と
実
際
の
す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
と
の
関
係
を
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て

語
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
語
り
え
な
い
の
だ
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
い
う
哲
学
者
は

「
語
り
え
ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
名
言
を
残
し
た
が
、
そ
れ
は
１
こ

の
よ
う
な
構
造
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
「
す
っ
ぱ
い
２
」
は
、
あ
の
、
口
の
中
の
唾
が
出
る
味
」
と
さ
っ
き
書
い
た
が
、
た
し
か
に
書
き
な

が
ら
、
そ
れ
は
こ
と
ば
に
過
ぎ
な
い
な
あ
、
と
感
じ
て
い
た
。

問
い
は
、
「
そ
の
言
葉
と
実
際
の
す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
と
の
関
係
を
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
語
り

う
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
」。
答
え
は
、
「
む
り
」。
読
解
問
題
１
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
問
い
に
し
て
い
る
。

読
解
問
題
１
「
こ
の
よ
う
な
構
造
」
と
は
ど
の
よ
う
な
「
構
造
」
な
の
か
。
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。

指
し
て
い
る
内
容
自
体
は
、
先
の
問
い
と
答
え
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
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解
答
例
１
「
す
っ
ぱ
い
と
い
う
言
葉
と
実
際
の
す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
と
の
関
係
を
、
語
ろ
う
と
し
て
も
で

き
な
い
と
い
う
構
造
。」

と
な
る
。

な
ぜ
で
き
な
い
の
か
。
こ
こ
か
ら
は
本
文
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
自
分
で
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

私
た
ち
は
、
す
っ
ぱ
い
と
い
う
言
葉
か
ら
実
際
の
す
っ
ぱ
さ
を
想
像
し
た
り
、
こ
の
言
葉
が
使
わ
れ
て

い
る
文
を
理
解
し
た
り
で
き
る
。（
自
分
の
）
実
際
の
す
っ
ぱ
い
体
験
と
「
す
っ
ぱ
い
」
と
い
う
語
を
直

接
接
続
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
こ
で
と
ど
ま
れ
ば
、
言
葉
と
し
て
は
機
能
す
る
。

し
か
し
、
体
験
を
離
れ
て
、
す
っ
ぱ
い
と
い
う
言
葉
と
実
際
の
す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
と
の
関
係
を
語
ろ

う
と
す
る
と
、
そ
の
説
明
に
は
当
然
言
葉
を
使
う
し
か
な
い
。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
と
異
な
る
感
覚
器
官

を
も
つ
宇
宙
人
に
説
明
す
る
と
考
え
て
み
よ
う
。「
実
際
の
す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
」
と
い
お
う
が
、「
あ
の
、

梅
干
を
口
に
入
れ
た
と
き
の
唾
が
出
る
味
」
と
い
お
う
が
、
じ
ゃ
あ
、
梅
干
っ
て
何
、
唾
っ
て
何
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
も
ま
た
、
言
葉
で
説
明
す
る
し
か
な
い
。
言
葉
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
以
上
は
ど
う
に
も
「
語
れ
な
い
」
ラ
イ
ン
が
あ
る
の
だ
。

解
答
例
２
「
す
っ
ぱ
い
と
い
う
言
葉
は
、
実
際
の
す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
と
直
接
結
び
つ
い
て
理
解
さ
れ
、

言
葉
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
と
体
験
の
関
係
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
「
実
際

の
す
っ
ぱ
さ
そ
の
も
の
」
と
い
っ
た
言
葉
を
使
う
し
か
な
く
、
そ
れ
以
上
の
場
所
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
構
造
。」（
一
二
五
字
）

⑥

読
み
方
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
少
年
が
発
明
し
た
よ
う
な
新
し
い
文
字
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
よ
く
知
っ
て
い
る
文
字
、
た
と
え
ば
「
あ
」
な
ら
、「『
あ
』
は
〔
あ
〕
と
発
音
す
る
」

と
書
い
て
よ
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
た
し
か
に
、「
あ
」
と
い
う
文
字
を
黒
板
に
書
き
な
が
ら
〔
あ
〕
と

発
音
し
て
聞
か
せ
る
と
い
っ
た
場
面
な
ら
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
最
初
の
「
あ
」
は
文
字
を
指

し
て
お
り
、
次
の
〔
あ
〕
は
音
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
す
っ
ぱ
い
１
」
＝
こ
と
ば
／
「
す
っ
ぱ
い
２
」
＝
あ
の
、
口
の
中
の
唾
が
出
る
味
＝
実
際
の
す
っ
ぱ

さ
そ
の
も
の
、
と
い
う
構
図
を
読
み
方
に
適
用
し
た
ら
、「
最
初
の
「
あ
」
は
文
字
／
次
の
〔
あ
〕
は
実

際
の
音
」
と
い
う
構
図
に
な
る
い
う
わ
け
だ
。

⑦

音
を
指
し
て
い
る
？

で
も
、
そ
の
音
が
、
こ
こ
で
は
も
う
す
で
に
「
あ
」
と
い
う
文
字
を
使
っ
て

あ
ら
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
文
字
と
そ
れ
が
あ
ら
わ
す
音
と
の
関
係

を
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
書
き
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

２
そ
れ
は
書
き
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
も
、
読
解
問
題
１
と
同
じ
問
題
が
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
で
は
い
え
な
い
。

読
解
問
題
２
「
そ
れ
は
書
き
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
わ
か
り
や
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す
く
説
明
し
な
さ
い
。

本
質
的
に
読
解
問
題
１
と
同
じ
。
解
答
も
同
形
に
な
る
べ
き
。

解
答
例
「
「
あ
」
と
い
う
文
字
は
、
実
際
の
〔
あ
〕
と
い
う
音
と
直
接
結
び
つ
い
て
、
言
葉
と
し
て
機
能

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
文
字
と
音
の
関
係
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、「
あ
」
と
い
う
文
字
を
使
う

し
か
な
く
、
そ
れ
以
上
の
場
所
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
。
」（
一
〇
四
字
）

そ
の
字
の
読
み
方
を
知
ら
な
い
、
そ
の
語
の
意
味
を
知
ら
な
い
。
ぜ
っ
た
い
、
読
め
な
い
字
、
ぜ
っ
た
い
意
味
わ
か
ん

な
い
語
を
マ
ン
ガ
で
読
ま
さ
れ
た
と
き
、
私
た
ち
は
、
ハ
ハ
ッ
と
笑
い
、
そ
し
て
ギ
ョ
ッ
と
す
る
。

私
た
ち
は
、
ふ
つ
う
、「
す
っ
ぱ
い
」
も
「
あ
」
も
順
調
に
使
い
、
読
ん
で
い
る
。「
す
っ
ぱ
い
」
の
示
す
も
の
、「
あ
」

の
示
す
音
を
、
経
験
し
て
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
す
で
に
経
験
し
て
い
る
か
ら
、
言
葉
は
順
調
に
機
能
す
る
。
し
か
し
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
「
こ
む
じ
い
」
や
「
〔
み
〕
み
た
い
な
新
字
」
を
ギ
ャ
グ
に
使
わ
れ
た
と
き
、
日
常
の
無
自
覚
な
感

覚
を
剥
か
れ
る
よ
う
な
感
じ
に
襲
わ
れ
る
。

「
す
っ
ぱ
い
」
は
す
っ
ぱ
い
事
態
と
、「
あ
」
は
〔
あ
〕
の
音
と
、
端
的
に
結
び
つ
き
、
そ
の
事
態
や
そ
の
音
を
示
す
。

、
、

私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
か
ら
、
わ
か
る
。
で
は
、
知
ら
な
か
っ
た
ら
？

、
、
、
、
、

―
―
知
ら
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
に
も
、
説
明
で
き
な
い
＝
語
り
え
な
い
、
と
い
う
の
が
こ
こ
ま
で
の
主
旨
だ
。
な
ん
だ

か
当
た
り
前
の
よ
う
な
気
が
す
る
？

ふ
だ
ん
「
す
っ
ぱ
い
」
を
説
明
す
る
必
要
も
な
い
し
、「
こ
む
じ
い
」
な
ん
て
へ
ん

て
こ
な
語
が
説
明
で
き
な
い
の
も
、
そ
り
ゃ
そ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
ね
。

し
か
し
、
語
り
え
な
い
も
の
を
語
ろ
う
と
し
て
き
た
の
だ
、
人
間
は
。
た
と
え
ば
「
神
と
は
？
」
と
か
。
神
を
経
験
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
ら
（
た
ぶ
ん
）、
神
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
説
明
で
き
る
と
し
た
ら
、
言
葉
の
世
界
を

超
越
し
た
場
所
か
ら
で
な
い
と
で
き
な
い
。
け
ど
、
そ
ん
な
場
所
は
な
い
。

「
す
っ
ぱ
い
」
が
示
す
事
態
を
そ
う
だ
と
端
的
に
受
け
取
る
以
上
に
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、
ど
こ
か
無
理

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
じ
つ
は
、〈
国
語
の
テ
ス
ト
〉
に
と
っ
て
も
大
問
題
だ
（
よ
ね
）。
小
説
を
読
ん
で
、
な
ん
か
、
よ
く

わ
か
る
―
―
と
思
っ
て
た
ら
、
テ
ス
ト
さ
れ
て
さ
、
説
明
せ
よ
、
と
か
い
わ
れ
る
。
う
ー
ん
、
こ
の
感
じ
は
こ
の
表
現
以

外
で
は
言
い
表
し
よ
う
が
な
い
の
に
な
あ
、
っ
て
思
っ
た
こ
と
な
い
か
な
。
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
か
も
し
れ
な
い
。

試
験
の
〈
説
明
〉
は
、
い
い
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
い
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
焦
点
を
よ
り
く
っ
き

、
、
、
、
、

り
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。
個
々
の
語
の
組
み
合
わ
せ
が
発
生
さ
せ
る
〈
意
味
〉
は
、
複
雑
だ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
説

明
＝
い
い
か
え
も
可
能
だ
し
、
そ
れ
は
妥
当
な
こ
と
だ
。
し
か
し
、
き
わ
め
て
端
的
な
―
―
た
と
え
ば
詩
の
こ
と
ば
と
か
、

一
単
語
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
そ
う
だ
（
こ
む
じ
い
は
こ
む
じ
い
だ
）
と
し
か
い
え
な
い
も
の
も

あ
る
。

ち
な
み
に
、「
す
っ
ぱ
い
」
の
語
義
を
、
明
解
国
語
辞
典
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。

●
す
っ
ぱ
い
【
酸
っ
ぱ
い
】
梅
干
や
レ
モ
ン
を
口
に
含
ん
だ
と
き
に
感
じ
ら
れ
る
味
だ
。

「
そ
ん
な
味
だ
よ
ね
、
み
な
さ
ん
、
ご
存
知
の
と
お
り
」。

⑧

こ
の
作
品
が
、
前
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
主
著
『
論
理
哲
学
論
考
』
を
連
想
さ
せ
る
と
す
れ

ば
、
次
の
二
つ
の
作
品
は
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
哲
学
探
究
』
を
連
想
さ
せ
る
。（
本
文
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永井均「マンガの哲学」

の
マ
ン
ガ
を
参
照
）

⑨

こ
の
二
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
は
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
ど
ち
ら

も
ほ
ん
ら
い
意
図
的
に
す
る
は
ず
の
な
い
こ
と
を
意
図
的
に
す
る
と
い
う
、
共
通
の
お
か
し
さ
が
あ
る
。

み
ず
か
ら
意
図
し
て
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
」
を
す
る
人
も
、
み
ず
か
ら
意
図
し
て
「
ウ
カ
ウ

カ
す
る
」
人
も
い
な
い
だ
ろ
う
（
そ
う
い
う
規
則
の
存
在
は
こ
う
い
う
マ
ン
ガ
が
描
か
れ
る
こ
と
で
は
じ

め
て
示
さ
れ
る
）。

「
規
則
」
と
い
う
の
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
用
語
。
言
葉
の
使
い
方
の
〈
お
約
束
〉。「
と
り

か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
」
「
ウ
カ
ウ
カ
す
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
意
図
す
る
と
い
う
規
則
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
語
を
使
っ
て
い
る
。
―
―
の

に
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
（
規
則
破
り
）
と
こ
ろ
で
、
マ
ン
ガ
は
笑
わ
せ
る
。

⑩

し
か
し
、
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
」
の
ほ
う
は
、
も
し
意
図
的
に
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き

る
の
だ
。
「
ウ
カ
ウ
カ
す
る
こ
と
」
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
し
よ
う
と
思
っ
て
も
自
分
の
力
だ
け

で
は
実
現
で
き
な
い
。
こ
の
人
は
、
妻
が
よ
そ
の
男
の
人
と
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
（
だ
け
で
は
な

く
そ
の
後
し
か
る
べ
き
こ
と
が
起
こ
っ
た
）
と
き
に
、
は
じ
め
て
「
ウ
カ
ウ
カ
し
て
い
た
」
こ
と
に
な
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
、
た
だ
寝
こ
ろ
が
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
意
図
的
に
ウ
カ
ウ
カ
す
る
こ

と
は
、
い
わ
ば
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
こ
と
は
た
だ
、「
ウ
カ
ウ
カ
し
て
い
た
」
と

後
か
ら
描
写
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

⑪

後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
は
し
ば
し
ば
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
と
い
う
概
念
で
説
明
さ
れ
る

が
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
３
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
す
る
」
と
い
う
言
語
ゲ
ー

ム
と
「
ウ
カ
ウ
カ
す
る
」
と
い
う
言
語
ゲ
ー
ム
の
（
こ
う
い
う
マ
ン
ガ
が
描
か
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
示

さ
れ
る
）
差
異
な
の
で
あ
る
。

読
解
問
題
３
「
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
す
る
」
と
い
う
言
語
ゲ
ー
ム
と
「
ウ
カ
ウ
カ
す
る
」

と
い
う
言
語
ゲ
ー
ム
の
（
こ
う
い
う
マ
ン
ガ
が
描
か
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
示
さ
れ
る
）
差
異
な
の
で
あ

る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
「
差
異
」
な
の
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

筆
者
が
説
明
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
利
用
す
れ
ば
い
い
。
た
だ
、
ど
ち
ら
も
あ
る
意
味
で
は
同

じ
だ
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
点
で
差
異
が
あ
る
、
と
い
う
形
で
書
く
こ
と
。
差
異
だ
け
書
く
の
で
は
な
く
。

こ
れ
は
一
般
的
に
大
事
な
こ
と
だ
か
ら
、
覚
え
て
お
こ
う
。
違
い
と
は
、
同
じ
土
俵
に
乗
っ
た
上
で
の
違
い
で
あ
る
と

い
う
こ
と
。「
女
と
男
は
ど
う
違
う
？
」
は
、
人
間
な
ら
人
間
と
い
う
土
俵
の
上
で
の
差
異
。「
宮
沢
賢
治
と
卓
上
型
扇
風

機
は
ど
う
違
う
？
」
っ
て
聞
か
れ
て
も
、
ふ
つ
う
は
「
？
」
だ
よ
ね
。
こ
れ
は
じ
つ
は
今
、
机
の
上
に
あ
る
も
の
を
書
い

た
だ
け
な
の
だ
け
れ
ど
、「
宮
沢
賢
治
（
の
写
真
）
は
押
し
ピ
ン
で
留
め
て
あ
る
け
れ
ど
、
卓
上
型
扇
風
機
は
た
だ
置
い
て

あ
る
だ
け
」
と
い
え
ば
、「
机
の
上
で
の
設
置
の
仕
方
」
と
い
う
土
俵
が
現
れ
る
。

【
解
答
例
】
み
ず
か
ら
意
図
し
て
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
」
や
「
ウ
カ
ウ
カ
す
る
」
人
な
ど
い

な
い
と
い
う
こ
と
ば
の
規
則
は
共
通
し
て
い
る
が
、「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
」
の
ほ
う
は
、
も
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し
意
図
的
に
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
の
に
、「
ウ
カ
ウ
カ
す
る
こ
と
」
は
自
分
以
外
の
力
に
よ
っ
て
「
ウ

カ
ウ
カ
し
て
い
た
」
事
態
に
な
る
の
を
待
し
か
な
い
と
い
う
違
い
。

し
か
し
、
じ
つ
は
「
う
か
う
か
」
に
は
、「
１
気
が
ゆ
る
ん
で
注
意
が
行
き
届
か
な
い
さ
ま
。
う
っ
か
り
。「
う
か
う
か

と
口
車
に
乗
せ
ら
れ
る
」

２

し
っ
か
り
し
た
心
構
え
や
目
的
を
持
た
ず
、
ぼ
ん
や
り
時
を
過
ご
す
さ
ま
。「
同
業
者
も

増
え
た
の
で
う
か
う
か
し
て
い
ら
れ
な
い
」」
と
い
っ
た
意
味
が
あ
り
、「
ぼ
ん
や
り
」
の
ほ
う
に
は
、「
う
か
う
か
と
日
を

暮
ら
す
＝
ぼ
ん
や
り
す
ご
す
」
と
い
う
用
例
も
あ
る
。
こ
の
意
味
の
「
う
か
う
か
」
は
、「
今
日
は
ぼ
ん
や
り
す
ご
そ
う
」

と
意
図
で
き
な
く
も
な
い
ね
。

■
読
解
問
題

１
「
こ
の
よ
う
な
構
造
」
と
は
ど
の
よ
う
な
「
構
造
」
な
の
か
。
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
わ
か
り
や
す
く
説

明
し
な
さ
い
。

２
「
そ
れ
は
書
き
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
わ
か
り
や
す
く
説
明

し
な
さ
い
。

３
「
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
す
る
」
と
い
う
言
語
ゲ
ー
ム
と
「
ウ
カ
ウ
カ
す
る
」
と
い
う
言

語
ゲ
ー
ム
の
（
こ
う
い
う
マ
ン
ガ
が
描
か
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
示
さ
れ
る
）
差
異
な
の
で
あ
る
」
と
あ

る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
「
差
異
」
な
の
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

■
発
展
問
題

三
つ
の
マ
ン
ガ
を
読
ん
で
、
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
書
き
な
さ
い
。
本
文
の
観
点
が
含
ま
れ
て

も
い
い
し
、
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
も
い
い
。

●
重
要
語｢

言
語
ゲ
ー
ム
」
＝
ゲ
ー
ム
と
い
っ
て
も
い
い
し
、「
劇
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
お
約

束
の
も
と
で
、
私
た
ち
は
言
語
を
使
っ
て
い
る
。
ゲ
ー
ム
や
劇
と
い
う
言
い
方
に
は
、
そ
の
お
約
束
（
規

則
）
は
、
そ
の
つ
ど
変
わ
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
同
じ
日
本
語
な
の
だ
か
ら
、
ど
こ
で
使
っ

て
も
意
味
は
同
じ
だ
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

こ
れ
は
、
「
言
語
に
先
立
っ
て
、
個
人
の
内
的
感
覚
や
客
観
的
事
実
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
」

と
考
え
、「
言
語
は
そ
れ
を
写
し
取
る
道
具
」
と
す
る
考
え
と
対
立
し
て
い
る
。

・
私
た
ち
は
言
語
の
世
界
の
外
へ
は
出
ら
れ
な
い
。（
そ
れ
以
上
説
明
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
）

・
言
語
の
お
約
束
は
、
場
に
応
じ
て
更
新
さ
れ
る
。

こ
の
場
は
ど
う
い
う
言
語
ゲ
ー
ム
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
考
察
す
る
こ
と
は
、
実
際
的
な
意
味

で
も
有
効
。
家
と
学
校
と
友
達
で
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
は
違
う
は
ず
。
試
し
て
ご
ら
ん
。

■
参
考

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
想
に
つ
い
て
し
っ
か
り
知
り
た
い
な
ら
、

鬼
界
彰
夫(2003)

『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
う
考
え
た

哲
学
的
思
考
の
全
軌
跡1912-1951

』
講

談
社
現
代
新
書

が
お
す
す
め
。
ノ
ー
ト
を
と
り
な
が
ら
読
も
う
。

吉
田
戦
車
『
伝
染
る
ん
で
す
。』
全
５
巻
完
結
セ
ッ
ト

(

小
学
館
文
庫)

も
、
お
す
す
め
。
い
や
、
も
う
、

爆
発
的
に
お
す
す
め
。


