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

２

村
上
陽
一
郎
「
科
学
が
宗
教
に
な
る
」

●
参
考

村
上
陽
一
郎
『
科
学
史
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
み
る
』【402/M

3/4

】（
北
野
高
校
図
書
館
）

■
目
標

・
一
つ
の
常
識
―
―
キ
リ
ス
ト
教
と
近
代
自
然
科
学
の
密
接
な
関
係
を
理
解
し
よ
う
。

・
理
解
す
る
た
め
に
、
書
こ
う
。

、
、
、
、
、
、
、

■
追
跡

①

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
（
と
言
っ
て
も
、
一
七
世
紀
で
は
な
く
、
一
八
世
紀
以
降
を
指
す
こ
と
に
し
た
い
が
）
が
、
脱
キ

リ
ス
ト
教
の
壮
大
な
実
験
を
試
み
た
こ
と
は
、
他
の
機
会
に
も
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
逆
に
み
れ
ば
、

そ
う
し
た
実
験
を
実
行
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
基
本
の
枠
組
み
の
上
に
、
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
陳
腐
な
言
い
方
に
な
る
が
、

近
代
市
民
社
会
の
勃
興
が
、
こ
の
最
も
強
固
だ
っ
た
伝
統
的
な
基
本
枠
組
み
を
破
壊
し
て
み
る
、
と
い
う
挙
に
出
た
の
は
、

ほ
と
ん
ど
必
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
何
を
今
さ
ら
、
と
い
う
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
が
、
伝

統
的
な
基
本
枠
組
み
を
破
壊
し
た
の
は
、
こ
の
場
面
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
数
多
く
の
場
面
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

近
代
は
、
伝
統
と
考
え
ら
れ
る
基
本
の
枠
組
み
を
破
壊
す
る
運
動
を
行
っ
て
き
た
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
、

最
初
に
述
べ
た
「
脱
キ
リ
ス
ト
教
化
」、
も
う
少
し
一
般
的
な
言
葉
で
言
え
ば
「
世
俗
化
」
と
い
う
大
実
験
の
部
分
を
構
成

す
る
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

繰
り
返
さ
れ
る
表
現
・
キ
ー
ワ
ー
ド
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
主
題
（
問
い
）
の
あ
り
か
を
捉
え
よ
。
十
八
世
紀
以
降
の
「
脱

基
本
枠
組
み
」
＝
「
脱
キ
リ
ス
ト
教
」
→
近
代
市
民
社
会
、
近
代
自
然
科
学
…
の
実
験
。

伝

統

②

近
代
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、「
自
然
」
と
は
す
な
わ
ち
「
神
の
作
品
」
と
考
え
ら
れ
た
。「
自
然
で
あ
る
」

こ
と
は
、「
神
の
思
惑
の
ま
ま
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
然
が
神
の
作
品
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
の
帰
結
で
あ

る
。
人
間
の
手
で
は
如
何
と
も
し
難
い
出
来
事
を
、
英
語
で
は
今
で
も
〈a

ct
o
f
G
o
d

〉
と
表
現
す
る
。
法
廷
で
も
使
え

る
用
語
で
あ
り
、
日
本
語
の
「
不
可
抗
力
」
に
相
当
す
る
。「
神
の
御
業
」
が
制
御
し
て
い
る
の
が
、
そ
の
作
品
で
あ
る
「
自

然
」
な
の
で
あ
る
。

理
解
し
た
こ
と
を
、
ち
ょ
っ
と
メ
モ
・
図
式
化
し
て
書
い
て
お
く
。
傍
線
を
引
く
。
こ
う
い
う
慎
重
な

読
み
進
め
方
が
、
結
局
理
解
を
正
し
く
、
速
く
す
る
。
自
然
＝
神
の
作
品
。

、
、
、
、

③

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
脱
キ
リ
ス
ト
教
化
」
と
は
、「
自
然
で
あ
る
こ
と
」
へ
の
人
間
の
挑
戦
で
あ
る
、
と
も
言
え
る

こ
と
に
な
る
。
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
主
義
者
た
ち
が
、
人
間
理
性
を
至
高
の
も
の
と
主
張
し
た
の
は
、「
神
の
御
業
」

の
上
に
「
人
間
」
を
置
く
こ
と
で
あ
っ
た
。「
文
明
」〈c

iv
iliza

tio
n

〉
と
い
う
言
葉
が
こ
の
世
紀
に
生
ま
れ
た
の
も
偶
然
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で
は
あ
る
ま
い
。〈civ

ilize

〉（
市
民
化
＝
人
間
化
）
さ
れ
る
対
象
の
第
一
に
く
る
も
の
は
、
ま
さ
し
く
「
自
然
」
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
一
八
世
紀
以
降
当
分
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
〈n

a
tu
re
l

（le

）〉
は
〈sau

v
a
g
e

〉
つ
ま
り
「
野
蛮
な
」

と
同
義
に
使
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
１
人
間
の
手
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
な
い
自
然
は
、「
野
蛮
な
」
も
の
、「
文
明

化
さ
れ
て
い
な
い
」
も
の
と
し
て
貶
め
ら
れ
る
。
神
の
上
に
人
間
を
置
く
と
い
う
、
破
天
荒
な
こ
と
を
試
み
た
以
上
、
こ

こ
で
も
そ
う
な
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
必
然
で
あ
っ
た
。

読
解
問
題
１
「
人
間
の
手
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
な
い
自
然
は
、「
野
蛮
な
」
も
の
、「
文
明
化
さ
れ
て

い
な
い
」
も
の
と
し
て
貶
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
本
文
全
体
の
論
旨
を
ふ
ま
え
て
説

、
、
、
、
、
、
、

明
し
な
さ
い
。

直
前
に
「
一
八
世
紀
以
降
当
分
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
〈naturel

（le

）〉
は
〈sauvage

〉
つ
ま
り
「
野

蛮
な
」
と
同
義
に
使
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
」
と
あ
る
か
ら
、
「
自
然
な
」
＝
「
野
蛮
な
」
と
い
う
時
期

が
合
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
か
。「
人
間
の
手
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
な
い
自
然
は
、「
野
蛮

な
」
も
の
、
「
文
明
化
さ
れ
て
い
な
い
」
も
の
」
だ
と
い
う
認
識
が
広
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
よ
り

前
は
、
自
然
は
神
の
手
に
な
る
「
神
聖
」
な
も
の
だ
っ
た
の
に
。

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
の
変
化
に
よ
る
の
か
？

答
え
は
じ
つ
は
ず
っ
と
後
、
⑪
段
落
に
あ
る
。

カ
ッ
ト
し
て
示
す
。
本
文
全
体
の
論
旨
を
ふ
ま
え
て
、
と
あ
る
の
は
、「
ず
っ
と
後
も
見
て
ね
」
と
い
う

意
味
だ
。

「
一
八
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
人
間
を
超
え
る
存
在
＝
神
の
存
在
を
否
定
し
、
す
べ
て
の
根
拠

を
「
人
間
」
に
帰
す
る
、
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
誇
ら
し
げ
に
打
ち
立
て
、
そ
れ
を
実
践
し
た
」。

こ
の
「
人
間
最
高
！
」
と
い
う
信
念
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
が
言
葉
の
意
味
を
変
え
ち
ゃ
っ
た
、
と
い
う

す
じ
み
ち
で
書
け
ば
い
い
。

解
答
例
１
「
一
八
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
人
間
を
超
え
る
存
在
＝
神
の
存
在
を
否
定
し
、
す
べ
て

の
根
拠
を
人
間
に
帰
し
、
人
間
の
理
性
を
至
高
の
も
の
と
す
る
考
え
方
を
唱
え
た
が
、
そ
の
考
え
方
の
せ

い
で
、
自
然
は
人
間
が
制
御
で
き
な
い
存
在
と
捉
え
ら
れ
、
野
蛮
な
も
の
だ
と
い
う
意
味
と
重
な
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
。」

人
間
が
制
御
で
き
る
も
の
＝
い
い
も
の
（
文
明
）、
で
き
な
い
も
の
＝
（
野
蛮
）、
と
い
う
図
式
を
示
せ

ば
い
い
の
で
、
も
っ
と
短
く
書
く
な
ら
、
こ
ん
な
感
じ
で
も
。

解
答
例
２
「
人
間
の
手
で
制
御
で
き
る
も
の
を
文
明
と
価
値
づ
け
、
で
き
な
い
も
の
は
野
蛮
だ
と
否
定
す

る
考
え
が
定
着
し
た
か
ら
。」

④

例
え
ば
図
１
を
見
て
み
よ
う
。
ド
イ
ツ
の
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
と
い
う
町
の
鳥
瞰
図
で
あ
る
。
こ
の
町
は
有
名
な
ロ
マ

ン
チ
ッ
ク
街
道
沿
い
の
一
都
市
で
あ
る
。
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
か
ら
フ
ュ
ッ
セ
ン
ま
で
を
繋
ぐ
こ
の
街
道
沿
い
の
町
た
ち
は
、



- 3/6 -

い
ず
れ
も
中
世
の
佇
ま
い
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
市
の
条
例
で
厳
し
く
規
制
が
か
け
ら

れ
、
古
び
た
家
を
改
修
、
あ
る
い
は
新
築
す
る
場
合
、
瓦
や
壁
の
素
材
や
色
ま
で
、
従
来
の
そ
れ
と
同
じ
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
ん
な
努
力
を
し
て
、
中
世
の
町
並
み
を
保
存
し
て
い
る
。
最
も
有
名
な
の
は
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
だ
が
、
こ

の
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
街
道
を
代
表
す
る
都
市
で
あ
る
。

⑤

こ
の
図
で
は
、
都
市
と
し
て
幾
つ
か
の
目
立
つ
特
徴
が
あ
る
。
第
一
は
、
鳥
瞰
図
な
の
で
わ
か
り
難
い
が
、
完
全
に

円
形
の
城
壁
で
、
町
が
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
や
、
城
壁
で
囲
ま
れ
て
こ
そ
、
そ
れ
は
一
つ
の
町
な
の
で
も
あ

る
。
そ
し
て
中
心
部
に
は
高
い
塔
が
あ
っ
て
、
今
で
は
市
議
会
の
庁
舎
と
の
こ
と
だ
が
、
か
つ
て
は
領
主
の
館
や
主
要
教

会
が
あ
っ
た
。
道
路
は
、
中
心
部
か
ら
放
射
状
に
延
び
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
「
ラ
ウ
ン
ド
ア
バ
ウ
ト
」（
日
本
で
言
う
「
ロ

ー
タ
リ
ー
」
に
近
い
独
特
の
交
差
点
＝
正
確
に
は
「
交
差
し
な
い
」
交
差
点
）
が
あ
る
。
城
壁
の
何
ヵ
所
か
に
、
外
へ
繋

が
る
門
が
あ
り
、
そ
の
外
は
掘
割
で
、
橋
が
か
か
っ
て
い
て
、
街
道
へ
導
か
れ
る
。
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
、
橋
は
上
げ
ら
れ

て
、
外
敵
に
備
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
円
形
都
市
に
は
は
っ
き
り
し
た
構
造
上
の
勾
配
が
あ
る
。
中
心
へ
向
か
う

方
向
と
、
中
心
か
ら
離
れ
る
方
向
に
は
、
価
値
の
上
で
差
が
あ
る
。
２
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
一
つ
の
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
。

読
解
問
題
２
「
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
一
つ
の
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
説
明
し

な
さ
い
。

「
そ
の
意
味
で
」
と
い
う
指
示
語
が
あ
る
の
で
、
直
前
の
「
こ
の
円
形
都
市
に
は
は
っ
き
り
し
た
構
造

上
の
勾
配
が
あ
る
。
中
心
へ
向
か
う
方
向
と
、
中
心
か
ら
離
れ
る
方
向
に
は
、
価
値
の
上
で
差
が
あ
る
」

と
「
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
一
つ
の
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
」
を
く
っ
つ
け
る
と
、

（
仮
）「
中
心
へ
向
か
う
ほ
ど
価
値
が
高
ま
り
、
中
心
か
ら
離
れ
る
ほ
ど
価
値
が
下
が
る
と
い
う
構
造
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
円
形
都
市
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
構
造
は
、
〈
コ
ス
モ
ス
の
一
種
〉
で

あ
る
。」

で
は
「
コ
ス
モ
ス
」
っ
て
？

次
の
段
落
を
見
よ
う
。

⑥

コ
ス
モ
ス
の
概
念
は
、
キ
リ
ス
ト
教
由
来
で
は
な
い
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
あ
っ
た
概
念
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自

然
学
や
形
而
上
学
で
は
、
円
形
（
球
形
）
が
そ
の
基
本
価
値
と
し
て
認
め
ら
れ
、
例
え
ば
天
体
の
運
動
も
、（
等
速
）
円
運

動
の
組
み
合
わ
せ
で
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン

ス
の
結
果
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
導
入
さ
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
思
想
、
と
り
わ
け
、
そ
れ
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
の
主

筋
に
な
っ
た
ス
コ
ラ
学
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
の
融
合
の
成
果
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
価
値

観
は
、
あ
た
か
も
神
の
摂
理
の
一
つ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
尊
重
さ
れ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
コ
ス
モ
ス
」
は
、「
宇
宙
」
で

あ
る
と
同
時
に
、「
整
然
た
る
秩
序
」
の
意
味
も
あ
る
が
、
そ
の
秩
序
は
、
神
の
働
き
と
読
み
替
え
ら
れ
、
至
上
の
価
値
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
上
の
よ
う
な
都
市
構
造
も
、
そ
う
し
た
価
値
観
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

コ
ス
モ
ス
＝
古
代
ギ
リ
シ
ャ
思
想
＝
「
宇
宙
」「
整
然
た
る
秩
序
」
だ
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
思
想
＋
キ

リ
ス
ト
教
＝
ス
コ
ラ
哲
学
と
な
っ
た
の
で
、
結
局
、
コ
ス
モ
ス
＝
神
の
摂
理
と
し
て
の
（
の
働
き
に
よ
る
）
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整
然
た
る
秩
序
、
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
代
入
し
て
、

解
答
例
「
中
心
へ
向
か
う
ほ
ど
価
値
が
高
ま
り
、
中
心
か
ら
離
れ
る
ほ
ど
価
値
が
下
が
る
と
い
う
構
造
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
円
形
都
市
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
構
造
は
、（
円
形
に
価
値
を
置
く
）

神
の
創
造
し
た
整
然
た
る
秩
序
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。」

⑦

こ
の
町
並
み
を
次
の
図
と
比
較
し
て
み
て
ほ
し
い
（
図
２
）。

⑧

３
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
中
心
街
、
い
わ
ゆ
る
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
地
区
の
図
だ
が
、
図
１
と
違
っ
て
完
全
な
碁
盤
目

構
造
に
な
っ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
地
域
を
、
ニ
ュ
ー
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
開
発
し
始
め
た
の

は
一
七
世
紀
の
こ
と
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
経
営
に
乗
り
出
し
た
の
は
一
八
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
島
が

幾
つ
か
あ
っ
て
、
複
雑
な
地
形
で
あ
る
こ
と
は
、
現
地
で
車
を
運
転
し
て
い
る
と
、
し
ば
し
ば
、
橋
を
渡
る
た
め
の
ト
ー

ル
ゲ
ー
ト
が
あ
る
こ
と
で
も
実
感
さ
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
い
わ
ば
無
理
矢
理
に
格
子
構
造
に
割
り
切
っ
た
町
並
み
で
あ

る
。
さ
す
が
に
い
ま
で
は
、
上
流
階
級
の
住
宅
地
域
や
、
黒
人
街
な
ど
、
空
間
の
価
値
勾
配
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

が
、
当
初
は
、
完
全
に
平
等
な
空
間
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
。

読
解
問
題
３

マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
が
、「
完
全
な
碁
盤
目
構
造
に
な
っ
て
い
る
」
の
は
な
ぜ
か
。

端
的
に
「
完
全
に
平
等
な
空
間
と
し
て
設
計
さ
れ
た
か
ら
」。
何
を
足
す
？

こ
の
ま
ま
で
は
、「
碁
盤

目
構
造
」
と
「
平
等
空
間
」
が
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
。

次
の
段
落
に
、「
「
コ
ス
モ
ス
」
的
な
価
値
構
造
が
「
自
然
」
で
あ
っ
た
（
つ
ま
り
は
「
神
意
に
沿
っ
た

も
の
」）
こ
と
を
否
定
し
、
し
か
も
空
間
に
人
間
が
制
御
で
き
る
秩
序
を
与
え
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
が

発
案
し
た
座
標
系
と
い
う
概
念
を
用
い
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

Ａ

神
が
創
っ
た
、
価
値
勾
配
の
あ
る
円
形
の
構
造
。

Ｂ

人
間
が
制
御
で
き
る
、
価
値
の
差
の
な
い
座
標
系
で
空
間
を
規
定
す
る
構
造
。
＝
碁
盤
目
構
造

Ｂ
を
使
っ
て
、
例
え
ば
、

解
答
例
「
座
標
系
で
空
間
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
制
御
で
き
る
、
完
全
に
平
等
な
空
間
と

し
て
設
計
し
よ
う
と
し
た
か
ら
。」

「
Ａ
を
否
定
し
」
を
入
れ
る
こ
と
も
可
能
。

解
答
例
「
神
が
創
っ
た
秩
序
を
否
定
し
、
座
標
系
で
空
間
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
制
御
で

き
る
、
完
全
に
平
等
な
空
間
と
し
て
設
計
し
よ
う
と
し
た
か
ら
。」

⑨

つ
ま
り
「
コ
ス
モ
ス
」
的
な
価
値
構
造
が
「
自
然
」
で
あ
っ
た
（
つ
ま
り
は
「
神
意
に
沿
っ
た
も
の
」）
こ
と
を
否
定

し
、
し
か
も
空
間
に
人
間
が
制
御
で
き
る
秩
序
を
与
え
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
が
発
案
し
た
座
標
系
と
い
う
概
念
を
用
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
空
間
の
部
分
を
特
定
す
る
方
法
が
保
証
さ
れ
る
。（
も
と
よ
り
格
子
構
造
は
、
デ
カ
ル
ト
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以
前
に
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
唐
の
長
安
が
そ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
模
し
た
日
本
の
京
都
も
典
型
的
な
格
子
構
造
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
京
都
を
例
に
と
れ
ば
、
本
来
北
の
中
心
に
内
裏
を
置
き
、
朱
雀
大
路
を
内
裏
側
か
ら
、
一
、
二
、
三
と
横
道
に

番
号
を
付
し
て
い
く
方
法
は
、
円
形
で
は
な
い
も
の
の
、
空
間
に
完
全
な
価
値
勾
配
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
現

在
で
も
地
名
に
使
わ
れ
て
い
る
「
上
ル
」、「
下
ル
」
と
い
う
表
現
に
も
、
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
は
、

本
来
そ
う
し
た
価
値
勾
配
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。）

（

）
部
分
は
、
こ
の
論
旨
か
ら
は
外
れ
た
例
。
前
近
代
的
な
、
平
等
空
間
で
は
な
い
格
子
（
碁

、
、
、
、

盤
目
）
構
造
。
惑
わ
さ
れ
な
い
こ
と
。

⑩

空
間
を
「
自
然
な
」
価
値
か
ら
解
放
し
て
、
中
立
化
す
る
、
あ
る
い
は
中
性
化
す
る
、
そ
し
て
そ
れ
が
無
秩
序
を
生

む
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
が
自
ら
案
出
し
た
人
為
的
な
秩
序
を
当
て
は
め
る
。
そ
れ
は
近
代
の
（
と
り
わ
け
「
文
明
」
の
）

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
見
事
に
合
致
し
た
現
象
で
あ
っ
た
。

近
代
（
文
明
）
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
信
念
の
体
系
）
＝
無
秩
序
に
は
、
人
為
的
な
秩
序
を
当
て
は
め
る
。

⑪

一
八
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
人
間
を
超
え
る
存
在
、
そ
の
至
高
の
形
態
が
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
に
お
け
る

神
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
存
在
を
否
定
し
、
す
べ
て
の
根
拠
を
「
人
間
」
に
帰
す
る
、
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
を
、
誇
ら
し
げ
に
打
ち
立
て
、
か
つ
そ
れ
を
実
践
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
逆
ら
う
唯
一
の
も
の
が
存
在
し
た
。

そ
れ
が
科
学
で
あ
る
。
つ
ま
り
科
学
は
、
人
間
に
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
、
人
間
を
根
拠
に
で
き
な
い
唯
一
の
も
の

と
し
て
、
社
会
の
な
か
に
座
を
得
た
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
で
は
、
科
学
が
神
の
代
替
物
と
な
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
言
説

が
、
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
の
も
、
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。

読
解
問
題
４

本
文
に
お
い
て
筆
者
は
「
科
学
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
か
。

作
業
と
し
て
は
、
⑪
段
落
を
、「
科
学
」
と
は
―
―
と
い
う
構
文
に
書
き
換
え
る
こ
と
に
な
る
。
や
っ

て
み
よ
う
。
こ
の
手
順
を
よ
く
研
究
し
て
ほ
し
い
。

Ａ

科
学
と
は
、
そ
れ
に
逆
ら
う
唯
一
の
存
在
で
あ
る
。

Ｂ

科
学
は
、
人
間
に
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
、
人
間
を
根
拠
に
で
き
な
い
唯
一
の
も
の
と
し
て
、

社
会
の
な
か
に
座
を
得
た
。

Ａ
の
「
そ
れ
」
に
内
容
を
代
入
す
る
と
、

Ａ
２

科
学
と
は
、
一
八
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
人
間
を
超
え
る
存
在
＝
神
を
否
定
し
、
す
べ
て

の
根
拠
を
「
人
間
」
に
帰
す
る
と
い
う
信
念
を
打
ち
立
て
か
つ
実
践
し
て
き
た
こ
と
に
、
唯
一
逆
ら
っ
た

存
在
。

Ｂ
と
融
合
し
て
、

解
答
例
「
一
八
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
（
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
）
神
を
否
定
し
、
す
べ
て
の
根
拠
を

人
間
に
求
め
る
と
い
う
信
念
を
打
ち
立
て
、
実
践
し
て
き
た
中
で
、
人
間
を
根
拠
に
で
き
な
い
唯
一
の
も

村上陽一郎「科学が宗教になる」
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の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
領
域
（
営
み
）。」

「
何
も
か
も
人
間
が
根
拠
」
の
中
の
例
外
、
と
い
う
点
を
ク
リ
ア
ー
に
書
く
べ
き
。

■
読
解
問
題

１

「
人
間
の
手
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
な
い
自
然
は
、「
野
蛮
な
」
も
の
、「
文
明
化
さ
れ
て
い
な
い
」

も
の
と
し
て
貶
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
本
文
全
体
の
論
旨
を
ふ
ま
え
て
説
明
し
な
さ

い
。

２

「
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
一
つ
の
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

３

マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
が
「
完
全
な
碁
盤
目
構
造
に
な
っ
て
い
る
」
の
は
な
ぜ
か
。

４

本
文
に
お
い
て
筆
者
は
「
科
学
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
か
。

■
発
展
問
題

「
デ
カ
ル
ト
」
「
座
標
軸
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
ネ
ッ
ト
を
検
索
し
、
そ
の
関
係
を
調
べ
て
ま
と
め

て
み
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
と
座
標
軸
、
さ
ら
に
は
、
す
べ
て
の
根
拠
を
人
間
に
求
め
る
と
い
う
近
代

の
思
想
の
関
係
を
探
っ
て
み
よ
う
。

●
重
要
語｢

コ
ス
モ
ス
」
＝
対
義
語
は
「
カ
オ
ス
」
。
英
語
の
発
音
は
〔
ケ
イ
オ
ス
〕。
混
沌
・
渾
沌
。
ご

ち
ゃ
ご
ち
ゃ
で
複
雑
な
渾
沌
に
対
し
て
、
コ
ス
モ
ス
は
美
し
く
秩
序
だ
っ
た
「
宇
宙
」。
宇
宙
は
、
シ
ン

プ
ル
な
数
学
的
原
理
で
構
成
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
だ
っ
て
、
神
が
創
造
し
た
ん
だ
も
の
！

こ
の
発
想

が
数
学
や
自
然
科
学
の
進
化
を
促
し
た
。
つ
ま
り
、
神
の
秩
序
＝
宗
教
的
信
念
こ
そ
が
近
代
自
然
科
学
の

推
進
力
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
も
そ
う
。
近
く
で
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
そ
う
。
彼

ら
は
、
神
の
摂
理
を
見
出
し
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
た
は
ず
。
神
の
摂
理
は
合
理
的
で
美
し
く
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
主
観
的
前
提
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
科
学
は
進
ん
だ
の
だ
よ
。
神
の
支
配
下
に
あ
る
、

神
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
強
い
自
覚
が
、
反
転
し
て
、（
神
と
渡
り
合
え
る
）
主
体
を
形
成
す
る
。
こ
の

s
u

b
j

e
c

t
su

b
ject

精
神
的
な
し
く
み
を
機
能
さ
せ
た
の
が
、
一
神
教
＝
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
装
置
だ
っ
た
の
で
す
。


