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

７

加
藤
典
洋
「
敗
者
の
想
像
力
―
―
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』」

●
参
考

加
藤
典
洋
『
さ
よ
う
な
ら
、
ゴ
ジ
ラ
た
ち
』【914/K

58/1

】（
北
野
高
校
図
書
館
）

『
日
本
人
の
自
画
像
』【210/K

94/1

】（
北
野
高
校
図
書
館
）

『
大
き
な
字
で
書
く
こ
と
』【914/K

58/

】（
北
野
高
校
図
書
館
）

■
目
標

問
い
の
運
動
に
つ
い
て
行
く

■
追
跡

加
藤
典
洋
は
、
文
芸
評
論
家
。
二
〇
一
九
年
に
亡
く
な
っ
た
。『
村
上
春
樹
は
む
ず
か
し
い
』
な
ど
村
上
春

樹
に
つ
い
て
の
本
も
多
い
。
読
ん
で
み
れ
ば
、
村
上
春
樹
の
読
み
方
が
変
わ
る
だ
ろ
う
。
戦
後
論
や
言
語
表
現

に
つ
い
て
の
論
考
に
も
重
要
な
も
の
が
多
い
。

①

宮
崎

駿

の
ア
ニ
メ
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』（
以
後
、『
千
と
千
尋
』）
は
、
二
〇
〇
一
年
七
月
に
封

は
や
お

切
り
さ
れ
る
と
国
内
で
二
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
る
観
客
を
動
員
し
、
二
〇
〇
二
年
二
月
に
は
ベ
ル
リ
ン
映

画
祭
で
金
熊
賞
を
獲
得
、
さ
ら
に
翌
〇
三
年
に
は
米
国
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
長
篇
ア
ニ
メ
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、

日
本
だ
け
で
な
く
国
外
で
も
多
く
の
観
客
に
迎
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
（
ド
ラ

マ
の
製
作
手
法
）
は
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
に
代
表
さ
れ
る
漫
画
・
ア
ニ
メ
の
そ
れ
と
は

だ
い
ぶ
違
う
。
宮
崎
自
身
が
、
こ
の
作
品
が
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
と
き
に
は
、
自
分
の

作
品
は
勧
善
懲
悪
で
は
な
い
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
人
に
受
け
い
れ
ら
れ
に
く
い
、
し
た
が
っ
て
、
受
賞
は
な

い
で
し
ょ
う
、
と
醒
め
た
面
持
ち
で
語
っ
て
い
た
。
別
の
と
こ
ろ
で
彼
は
そ
の
判
断
の
理
由
を
、
「
山
場

を
作
っ
て
手
に
汗
を
握
ら
せ
、
最
後
に
は
正
義
が
勝
つ
、
と
い
う
よ
う
な
映
画
の
セ
オ
リ
ー
を
踏
め
ば
」、

観
客
の
心
を
掴
め
る
の
は
わ
か
っ
て
い
る
、「
け
れ
ど
も
そ
れ
で
は
、
ど
こ
か
の
国
の
テ
ロ
リ
ス
ト
と
正

義
の
味
方
し
か
知
ら
な
い
世
界
に
生
き
て
い
る
人
た
ち
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
世
界
観
で
映
画

を
作
る
気
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。」
と
、
や
は
り
醒
め
た
口
調
で
述
べ
て
い
る
（
養
老
孟
司
と
の
対
談
）。

②

で
は
、
宮
崎
の
ア
ニ
メ
は
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
そ
れ
と
ど
こ
が
違
う
の
か
。
そ
し
て
そ
の
違
い
は
、
ど

こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
。

加
藤
は
こ
の
よ
う
に
、
問
い
を
立
て
、
自
問
自
答
す
る
よ
う
に
論
を
進
め
て
い
く
タ
イ
プ
。
私
た
ち
は

つ
い
て
い
け
ば
い
い
。
た
だ
し
、
問
い
を
忘
れ
ず
に
。
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
は
、
ド
ラ
マ
の
製
作
手
法
。

『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
を
観
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
が
、
万
一
観
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
な
ら
、

一
度
は
観
る
と
よ
い
。
以
下
ネ
タ
バ
レ
に
な
る
が
、
し
ゃ
あ
な
い
よ
な
。

③

『
千
と
千
尋
』
の
う
ち
の
何
が
私
た
ち
を
動
か
す
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
に
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
う

ち
、
最
深
の
要
素
の
う
ち
の
一
つ
に
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
千
尋
が
千
に
な
っ
て
彼
女
の
二
人
の
親

を
救
う
。
彼
女
が
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
経
験
し
、
課
題
を
ク
リ
ア
し
、
達
成
す
る
。
し
か
し
そ
れ
が
彼
女
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の
「
成
長
」
あ
る
い
は
社
会
か
ら
「
賞
賛
」
さ
れ
る
べ
き
物
語
に
結
び
つ
か
な
い
。
そ
の
無
償
性
の
問
題

が
、
こ
の
作
品
に
固
有
の
あ
る
見
え
に
く
い
「
感
動
」
の
源
泉
と
し
て
あ
る
。

ほ
ら
、
ま
た
問
い
が
立
つ
。
問
い
→
答
え
を
追
う
。
「
何
が
私
た
ち
を
動
か
す
の
か
」
→
「
千
尋
の
達

成
は
、
社
会
か
ら
賞
賛
さ
れ
る
物
語
に
な
ら
な
い
。
賞
賛
が
な
い
。
「
無
償
」
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
私
た

ち
は
感
動
す
る
」
。
こ
の
「
無
償
性
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
れ
が
デ
ィ

ズ
ニ
ー
と
の
違
い
と
関
係
す
る
だ
ろ
う
。

④

無
償
性
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
彼
女
は
、
と
も
に
「
油
屋
」
の
主
、
湯
婆
婆
の
支
配
す
る
異
世
界
に
迷

い
込
み
、
豚
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
両
親
を
、
再
び
人
間
の
姿
に
戻
し
、
救
い
出
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

を
彼
女
の
両
親
は
知
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
い
、
そ
の
こ
と
の
記
憶
を
、
千
尋
自
身
が
、
そ
の
異
世
界

か
ら
外
に
出
る
と
き
に
、
保
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
見
る
限
り
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

こ
の
映
画
は
そ
ん
な
ふ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
は
両
親
を
救
っ
た
。
そ
の
こ
と
の
達
成
に
、
彼
女

は
、
な
い
し
、
こ
の
映
画
の
世
界
全
体
は
、
無
関
心
な
の
で
あ
る
。

彼
女
が
両
親
を
救
っ
た
と
い
う
達
成
に
、
彼
女
も
、
映
画
の
世
界
全
体
も
、
無
関
心
。
こ
れ
が
「
無
償

性
」
と
加
藤
が
呼
ぶ
も
の
。
た
し
か
に
、
そ
ん
な
映
画
の
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
。「
救
い
出
し
て
く
れ

て
あ
り
が
と
う
！
」
も
な
い
し
、「
お
姫
様
に
な
っ
て
幸
せ
に
暮
ら
す
」
も
な
い
。

⑤

【
読
解
問
題
１
】
そ
の
こ
と
が
観
客
に
知
ら
さ
れ
る
の
は
、
現
実
の
世
界
と
異
世
界
の
通
路
で
あ
る

ト
ン
ネ
ル
を
主
人
公
親
子
が
通
過
す
る
二
度
の
場
面
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
映
画
の
は
じ
ま
り
で
、
遠
く
の

町
か
ら
引
っ
越
し
て
き
て
今
度
転
校
生
と
し
て
新
し
い
学
校
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
千
尋
は
、
一
〇

歳
。
思
春
期
手
前
の
年
頃
の
女
の
子
で
、
逆
境
に
弱
く
、
わ
が
ま
ま
で
引
っ
込
み
思
案
そ
う
に
見
え
る
。

ち
ょ
っ
と
し
た
父
親
の
好
奇
心
か
ら
、
彼
ら
が
、
い
ま
は
見
捨
て
ら
れ
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
跡
地
に
家
族

三
人
で
入
っ
て
い
く
、
冒
頭
近
く
の
ト
ン
ネ
ル
の
シ
ー
ン
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
先
頭
を
し
っ
か
り
と
歩

む
父
の
背
後
で
、
心
細
そ
う
に
母
の
手
に
す
が
り
つ
く
千
尋
に
、
母
が
言
う
、「
そ
ん
な
に
く
っ
つ
か
な

い
で
よ
、
歩
き
に
く
い
わ
。」
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
と
同
じ
シ
ー
ン
が
、
千
尋
が
両
親
を
救
い
出
し
、
家
族

三
人
が
異
世
界
か
ら
現
実
世
界
に
帰
ろ
う
と
再
び
同
じ
ト
ン
ネ
ル
を
歩
く
最
後
近
く
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス

で
、
反
復
さ
れ
る
。
そ
こ
で
も
彼
女
は
心
細
そ
う
に
母
の
手
に
す
が
り
つ
く
。
そ
し
て
両
親
の
後
ろ
を
心

許
な
い
足
取
り
で
歩
い
て
い
く
。

気
づ
い
て
い
た
か
な
？

諸
君
。

⑥

こ
の
二
度
の
シ
ー
ン
の
反
復
は
、
ほ
ぼ
完
璧
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
興
味
深
い
の

は
、
作
者
の
宮
崎
駿
が
、
そ
の
制
作
ノ
ー
ト
に
、
こ
の
帰
り
の
ト
ン
ネ
ル
の
シ
ー
ン
は
、
冒
頭
の
シ
ー
ン

と
完
全
に
同
じ
も
の
と
す
る
、
と
断
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
あ
た
か
も
「
油
屋
」
の
異
世
界
で
の
経
験
は
、

誰
し
も
み
な
の
夢
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
。
し
か
し
、
彼
女
の
経
験
が
夢
だ
っ
た
わ
け
で
な
い
こ
と
も
、
宮
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崎
は
映
画
の
な
か
に
織
り
込
む
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
映
画
は
、
そ
の
あ
と
、
長
い
時
間
が
経
っ
た
よ
う
に

い
ま
や
多
く
の
落
ち
葉
に
覆
わ
れ
た
彼
ら
の
車
の
あ
る
場
所
ま
で
家
族
が
帰
り
つ
く
シ
ー
ン
で
、
千
尋
の

頭
に
銭
婆
か
ら
も
ら
っ
た
「
髪
留
め
」
が
一
瞬
光
る
場
面
を
挿
入
す
る
。
こ
の
場
面
に
よ
っ
て
、
彼
女
の

異
世
界
で
の
冒
険
が
現
実
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
観
客
に
告
げ
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

現
実
に
、
あ
る
変
化
が
起
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
人
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
。
そ

う
い
う
作
り
に
す
る
、
と
作
り
手
は
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

【
読
解
問
題
１
】
「
そ
の
こ
と
が
観
客
に
知
ら
さ
れ
る
」
と
あ
る
が
「
そ
の
こ
と
」
と
は
何
か
、
ま
た
、

ど
の
よ
う
に
知
ら
さ
れ
る
の
か
、
説
明
せ
よ
。

「
そ
の
こ
と
」
の
内
容
は
、
直
前
「
彼
女
は
両
親
を
救
っ
た
。
そ
の
こ
と
の
達
成
に
、
彼
女
は
、
な
い

し
、
こ
の
映
画
の
世
界
全
体
は
、
無
関
心
」
で
あ
る
こ
と
だ
。「
ど
の
よ
う
に
知
ら
さ
れ
る
の
か
」
は
、

異
世
界
に
入
る
と
き
と
出
る
と
き
を
と
も
に
同
じ
よ
う
に
「
千
尋
が
心
細
そ
う
に
母
の
手
に
す
が
り
つ
く
」

シ
ー
ン
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
。

【
解
答
例
】
千
尋
は
両
親
を
救
う
が
、
そ
の
達
成
に
、
彼
女
自
身
も
、
こ
の
映
画
の
世
界
全
体
も
、
無
関

心
で
あ
る
こ
と
が
、
異
世
界
に
入
る
と
き
も
出
る
と
き
も
千
尋
が
心
細
そ
う
に
母
の
手
に
す
が
り
つ
く
シ

ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
る
。

⑦

さ
て
、
も
し
、
こ
れ
が
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
ア
ニ
メ
で
あ
れ
ば
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

⑧

作
中
、
千
は
、
さ
ん
ざ
ん
油
屋
の
な
か
で
苦
し
い
労
働
に
従
事
し
た
末
、
同
じ
よ
う
に
不
当
な
扱
い

に
苦
し
む
仲
間
を
糾
合
し
、
最
後
、
銭
婆
と
―
―
九
・
一
一
以
後
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
よ
う

に
―
―
「
有
志
連
合
」
を
組
み
、
こ
の
世
界
を
支
配
す
る
湯
婆
婆
に
立
ち
向
か
い
、
こ
の
世
界
の
暴
政
を

正
し
、
そ
の
う
え
で
両
親
を
救
出
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
東
を
舞
台
と
す
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画

の
多
く
が
そ
ん
な
プ
ロ
ッ
ト
で
横
並
び
を
見
せ
て
い
る
。「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
正
義
の
味
方
」
と
か
ら
な
る

映
画
た
ち
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
ア
ニ
メ
で
あ
れ
ば
、
こ
の
世
界
か
ら
立
ち
去
る
こ
の
ト
ン
ネ
ル
の
場
面

で
は
、
必
ず
や
、
す
っ
か
り
成
長
し
、
た
く
ま
し
く
な
っ
た
千
尋
の
姿
が
観
客
の
前
に
示
さ
れ
、
彼
ら
に

強
く
働
き
か
け
、
彼
ら
の
心
を
動
か
そ
う
と
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

問
い
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
ア
ニ
メ
で
あ
れ
ば
、
ど
う
だ
ろ
う
か
」
→
答
え
「
「
有
志
連
合
」
を
組
み
、
こ

の
世
界
を
支
配
す
る
湯
婆
婆
に
立
ち
向
か
い
、
こ
の
世
界
の
暴
政
を
正
し
、
そ
の
う
え
で
両
親
を
救
出
。

す
っ
か
り
成
長
し
、
た
く
ま
し
く
な
っ
た
千
尋
の
姿
が
観
客
の
前
に
示
さ
れ
る
」。

⑨

し
か
し
、
宮
崎
は
そ
う
は
し
な
い
。
湯
婆
婆
の
支
配
す
る
世
界
は
揺
る
が
ず
、
千
尋
は
両
親
を
救
出

す
る
が
、
両
親
も
そ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
は
な
く
、
千
尋
自
身
、
そ
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
、

観
客
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
映
画
に
、
私
た
ち
は
心
を
動
か
さ
れ
る
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
な
映
画

加藤典洋「敗者の想像力――『千と千尋の神隠し』」

- 4/10 -

よ
り
も
遥
か
に
強
く
。
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

再
び
、
問
い
が
立
つ
。
一
見
わ
か
り
に
く
い
、
こ
の
筋
立
て
に
、
し
か
し
、
大
変
な
数
の
観
客
が
引
き

つ
け
ら
れ
た
。
た
だ
そ
の
わ
け
を
ち
ゃ
ん
と
言
葉
に
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
。
こ
う
い
う
見
え
な
い

と
こ
ろ
を
解
剖
し
て
い
く
の
が
、
批
評
の
醍
醐
味
。
も
う
一
度
、
映
画
を
観
た
い
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ

る
。

⑩

い
っ
た
ん
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
く
と
、
他
に
も
、
こ
の
映
画
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
異
点
が
目
に
入
っ
て

く
る
。

⑪

た
と
え
ば
、
こ
の
異
世
界
に
は
湯
婆
婆
と
銭
婆
と
い
う
双
子
の
姉
妹
が
い
て
、
二
人
は
対
立
し
て
お

り
、
湯
婆
婆
が
、
こ
の
世
界
を
支
配
し
て
い
る
。
一
見
す
る
と
そ
う
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
よ
く
観
察
す

る
と
、
こ
の
映
画
に
、
湯
婆
婆
と
銭
婆
が
同
時
に
登
場
し
、
相
対
峙
す
る
場
面
は
、
一
度
と
し
て
出
て
こ

な
い
。
逆
に
、
銭
婆
は
、
千
に
、
私
た
ち
は
二
人
で
一
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
ね
、
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。

湯
婆
婆
と
銭
婆
と
は
、
本
当
は
二
人
で
一
人
の
存
在
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
世
界
は
デ
ィ
ズ
ニ
ー
式

の
善
悪
二
元
論
の
世
界
に
見
え
て
、
け
っ
し
て
そ
う
簡
単
な
つ
く
り
に
な
っ
て
い
な
い
。
な
か
な
か
に
複

雑
。
そ
う
観
客
に
感
得
さ
せ
る
よ
う
に
、
こ
の
ア
ニ
メ
映
画
の
異
世
界
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
主
人
公
が
冒
険
に
出
て
世
界
を
救
い
英
雄
に
生
ま
れ
変
わ
る
」
と
い
う
定
番
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ

、
、
、
、

い
た
ら
、
今
度
は
、「
善
と
悪
が
対
立
し
て
い
る
」
図
式
に
も
疑
問
符
が
つ
く
こ
と
に
気
づ
く
。
一
見
そ
う

だ
け
ど
、
と
い
う
作
り
方
は
、
そ
の
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
そ
う
見
え
な
く
も
な
い
「
主
人
公
が
冒
険
に
出
て
、
悪
か
ら
世

界
を
救
い
、
英
雄
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
去
っ
て
行
く
」
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
鑑
賞
す
る
観
客
も
受
け
入
れ
る
と
い
う

懐

、
、
、
、
、

ふ
と
こ
ろ

が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
観
る
人
は
そ
う
観
て
も
い
い
。
で
も
、
よ
く
見
る
と
「
な
か
な
か
に
複
雑
」。
も
う

一
度
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
買
っ
て
ゆ
っ
く
り
観
よ
う
か
、
と
い
う
人
も
出
た
り
し
て
、
な
か
な
か
商
売
と
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？

繰
り
返
し
観
た
い
映
画
、
繰
り
返
し
読
み
た
い
本
、
っ
て
い
い
よ
ね
。

⑫

ま
た
、
こ
の
世
界
と
彼
ら
の
入
り
込
む
異
世
界
と
の
関
係
も
、
一
筋
縄
で
は
な
い
。
ふ
つ
う
、
こ
の

よ
う
な
異
世
界
譚
の
場
合
、
人
は
異
世
界
に
入
り
、
再
び
現
実
世
界
に
戻
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
、「
目
が

覚
め
た
ら
、
夢
だ
っ
た
。」
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
か
ら
「
夢
落
ち
」
と
呼
ば
れ
る
異
世
界
も
の
の
物
語

構
造
の
定
番
で
あ
る
。
し
か
し
『
千
と
千
尋
』
で
は
、
千
尋
親
子
が
先
の
ト
ン
ネ
ル
を
出
て
現
実
世
界
に

戻
る
と
、
そ
こ
は
彼
ら
が
も
と
い
た
世
界
と
は
、
ど
う
も
同
じ
で
は
な
い
。
浦
島
太
郎
の
場
合
の
よ
う
に
、

戻
っ
て
み
る
と
、
こ
ち
ら
の
世
界
は
、
も
う
何
年
も
経
っ
た
か
の
よ
う
だ
か
ら
だ
。
車
は
落
ち
葉
に
埋
も

れ
、
入
り
口
の
双
面
の
人
面
像
は
、
も
う
す
っ
か
り
す
り
減
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
先
の
「
髪
留

め
」
が
示
す
よ
う
に
、
異
世
界
で
の
話
は
夢
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
そ
こ
で
の
関
係
は
、
異
世
界

（
Ｂ
）
が
た
だ
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
的
異
世
界
で
は
な
い
だ
け
で
は
な
く
（
Ｂ(

ダ
ッ
シ
ュ)

）、
帰
り
つ
く
世
界

（
Ａ
）
も
も
と
の
世
界
と
は
少
し
違
う
の
だ
（
Ａ(

ダ
ッ
シ
ュ)

）。
そ
こ
で
の
構
造
は
、
定
番
の
「
Ａ
―
Ｂ

―
Ａ
」
な
ら
ぬ
、「
Ａ
―
Ｂ(

ダ
ッ
シ
ュ)

―
Ａ(

ダ
ッ
シ
ュ)

」
な
の
で
あ
る
。
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も
う
一
つ
の
特
異
点
の
指
摘
。
現
実
→
異
世
界
→
現
実
（
定
番
）
、
で
は
な
く
、
現
実
→
異
世
界
（
非

定
番
）
→
現
実
（
元
と
は
違
う
）。

芥
川
の
「
羅
生
門
」
を
読
ん
だ
と
き
、「
羅
生
門
の
二
階
は
異
世
界
」
と
い
う
指
摘
を
し
た
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、

あ
れ
も
、「
Ａ
―
Ｂ
―
Ａ
」
構
造
の
物
語
や
ね
。
た
だ
し
、
下
人
は
変
化
す
る
。
が
、
善
が
悪
を
倒
す
の
と
は
逆
に
、
普
通

の
青
年
が
悪
を
獲
得
す
る
。

⑬

な
ぜ
宮
崎
は
、
こ
の
よ
う
に
物
語
を
つ
く
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑭

彼
は
、
最
初
か
ら
プ
ロ
ッ
ト
を
厳
密
に
つ
く
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
物
語
を
展
開
す
る
タ
イ
プ
の
作
者

で
は
な
い
。
そ
の
物
語
は
、
細
部
を
つ
く
り
出
し
な
が
ら
、
た
め
つ
す
が
め
つ
し
つ
つ
、
徐
々
に
制
作
の

過
程
の
な
か
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
る
と
い
う
。
だ
か
ら
、
先
の
養
老
孟
司
と
の
対
談
で
、
右
に
引
い
た
発

言
の
前
後
に
宮
崎
の
言
う
、
こ
ん
な
言
葉
こ
そ
が
、
そ
の
答
え
な
の
だ
、
と
私
に
は
思
え
る
。

⑮

彼
は
言
う
。
こ
の
映
画
の
き
っ
か
け
は
、
た
ま
た
ま
、
一
〇
歳
く
ら
い
の
子
ど
も
た
ち
が
い
る
の
を

目
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
自
分
は
、
彼
ら
に
対
し
、
い
ま
、
何
が
語
れ
る
だ
ろ
う
か
、
と
考

え
た
。
最
後
に
は
正
義
が
勝
つ
、
な
ん
て
物
語
を
語
ろ
う
な
ど
と
い
う
気
に
は
さ
ら
さ
ら
な
れ
な
か
っ
た
。

そ
う
で
は
な
く
、「
と
に
か
く
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
、
こ
れ
だ
け
は
ぼ
く
は
本
当
だ
と
思
う
、
と

い
う
こ
と
」、
そ
れ
を
語
っ
て
み
た
い
、
と
強
く
思
っ
た
、
と
。

問
い
「
な
ぜ
宮
崎
は
、
こ
の
よ
う
に
（
正
義
が
勝
つ
式
じ
ゃ
な
い
）
物
語
を
つ
く
っ
て
い
る
の
か
」
→

答
え
「
一
〇
歳
く
ら
い
の
子
ど
も
た
ち
に
、
と
に
か
く
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
、
こ
れ
だ
け
は
ぼ
く

は
本
当
だ
と
思
う
、
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
み
た
い
、
と
強
く
思
っ
た
か
ら
」。

さ
て
、
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
今
度
は
、
自
分
自
身
で
問
い
を
保
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
こ

れ
だ
け
は
ぼ
く
は
本
当
だ
と
思
う
、
と
い
う
こ
と
を
語
る
た
め
に
は
、
な
ぜ
、
定
番
を
崩
す
必
要
が
あ
る

の
か
。
主
人
公
に
変
化
の
な
い
、
善
悪
の
き
れ
い
に
分
け
ら
れ
な
い
、
世
界
が
元
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
う

物
語
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
？
」。

⑯

こ
こ
か
ら
話
は
、
離
陸
す
る
。

⑰

私
は
、
こ
の
「
と
に
か
く
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
」、
そ
し
て
「
こ
れ
だ
け
は
」
と
い
う
言
葉

の
な
か
に
、
宮
崎
の
戦
後
人
と
し
て
の
根
本
の
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
。

⑱

そ
し
て
そ
こ
に
働
い
て
い
る
も
の
を
、
敗
者
の
想
像
力
、
と
呼
ん
で
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
戦
後
人
と
し
て
の
根
本
の
姿
勢
」
っ
て
？

「
敗
者
の
想
像
力
」
っ
て
？

宮
崎
駿
は
、
一
九
四
一

年
生
ま
れ
。
こ
の
年
は
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
た
年
。
敗
戦
時
満
四
歳
。

⑲

『
千
と
千
尋
』
で
、
宮
崎
は
、
ど
ん
な
一
〇
歳
の
女
の
子
の
物
語
を
一
〇
歳
の
子
ど
も
た
ち
に
示
し

た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
先
の
観
点

に
そ
っ
て
言
え
ば
、
答
え
は
、
こ
う
な
の
で
は
な
い
か
。

加藤典洋「敗者の想像力――『千と千尋の神隠し』」
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こ
の
問
い
は
⑬
段
落
の
問
い
の
反
復
。
答
え
が
続
く
。

⑳

世
界
に
は
不
正
が
あ
る
。
し
か
し
い
つ
ど
ん
な
場
合
で
も
そ
れ
を
覆
し
、
是
正
で
き
る
と
は
限
ら
な

い
。
と
は
い
え
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
何
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
何
を
し
て
も
無
駄
だ
と
い
う
こ

と
で
も
な
い
し
、
何
も
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
も
、
な
い
。
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
限
ら
れ
た
条
件
の
な
か
で
も
、
人
は
成
長
で
き
る
。
ま
た
、「
正
し
い
」
こ
と
を
、
つ
く
り
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

「
先
の
観
点
に
そ
っ
て
言
え
ば
、
答
え
は
、
こ
う
」
、「
何
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
何
も

し
な
く
て
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
成
長
や
正
し
さ
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
る
」。

な
ぜ
、
こ
う
い
う
答
え
に
な
る
の
か
。

㉑

千
尋
は
、
奴
隷
の
境
遇
に
落
ち
、
厳
し
い
試
練
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
こ
で
自
分
を
見
直
し
、
強
く
な

る
。
自
分
を
慕
う
さ
ら
に
弱
者
で
あ
る
ス
ト
ー
カ
ー
の
カ
オ
ナ
シ
を
見
捨
て
る
こ
と
な
く
、
し
っ
か
り
と

導
き
、
銭
婆
の
家
に
連
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
湯
婆
婆
の
支
配
す
る
世
界
は
そ
の
ま
ま
に
、
こ
の
歪
み
あ

る
世
界
の
秩
序
を
受
け
い
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
成
長
し
、
自
分
の
名
前
を
取
り
戻
し
、
両
親

を
救
い
出
す
。

映
画
に
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
千
尋
は
、
何
も
で
き
な
い
、
と
い
い
、

何
も
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
っ
き
り
悪
を
倒
す
力
は
な
い
が
、
彼
女
自
身
は
成
長
し
、
大
切

な
人
を
救
い
出
す
。

㉑

ふ
つ
う
、
こ
う
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
正
し
い
こ
と
と
は
言
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
「
不

正
」
と
「
悪
」
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
抵
抗
し
、
こ
れ
を
打
破
し
、「
正
義
」
の
世
界
を
打
ち
立
て
る
こ
と

こ
そ
が
、「
正
し
い
こ
と
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
【
読
解
問
題
２
】「
正
し
い
こ

と
」
の
す
で
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
見
本
の
物
語
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
つ

ね
に
「
正
し
さ
」
を
行
え
る
境
遇
に
恵
ま
れ
た
少
数
者
た
ち
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は
い
つ
も
そ
ん

な
幸
運
に
恵
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
こ
う
し
た
強
者
ま
た
勝
者
の
「
正
義
」
の
物
語
に
と
り
つ

か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
敗
者
あ
る
い
は
弱
者
の
う
ち
の
少
数
の
人
び
と
は
、
テ
ロ
に
走
る
し
か
な

く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
不
正
」
の
前
に
「
正
義
」
を
た
だ
せ
な
い
か
ら
と
、
必
要
以
上
の
無
力
感
に

う
ち
ひ
し
が
れ
、
希
望
を
失
っ
て
い
る
の
で
も
あ
る
。

「
正
義
」
と
は
、
強
者
ま
た
勝
者
の
「
正
義
」
の
物
語
、
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
。
ア
メ
リ

カ
の
よ
う
に
、「
不
正
」
に
対
し
て
「
正
義
」
で
立
ち
向
か
え
な
い
場
合
、
一
つ
は
「
テ
ロ
」
と
い
う
や

ぶ
れ
か
ぶ
れ
、
一
つ
は
無
力
感
に
沈
む
し
か
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
な
れ
な
い
か
ら
？

ア
メ
リ
カ

の
よ
う
に
な
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
か
？
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㉑

し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。「
正
し
さ
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
が
生
き
る
場
面
の

な
か
か
ら
、
そ
の
都
度
、「
こ
れ
し
か
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
掴
み
取
ら
れ
、
手
本
な
し
に
生
き
る

こ
と
を
通
じ
て
、
つ
く
り
出
さ
れ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
強
い
立
場
の
人
び
と
の
「
正
義
」
の
物
語

を
お
手
本
に
す
る
よ
り
も
、
新
た
に
自
分
た
ち
の
「
正
し
さ
」
を
模
索
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、「
正
し
さ
」

の
基
礎
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
、
本
当
の
成
長
も
兆
す
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
そ
の
と
き
、
そ
の
成
長
は
、
あ
の
お
手
本
と
し
て
の
、
い
わ
ば
勝
者
の
物
語
で
あ
る
デ
ィ
ズ
ニ
ー

式
の
「
成
長
」
物
語
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
違
う
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

【
読
解
問
題
２
】「
「
正
し
い
こ
と
」
の
す
で
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
見
本
の
物
語
」
と
あ
る
が
、
「
見
本

の
物
語
」
と
そ
う
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

★
傍
線
部
を
延
長
す
る
と
、「
そ
れ
は
」
と
あ
り
、
そ
の
指
示
内
容
は
、「
そ
こ
に
「
不
正
」
と
「
悪
」

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
抵
抗
し
、
こ
れ
を
打
破
し
、「
正
義
」
の
世
界
を
打
ち
立
て
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ

れ
が
「
見
本
の
正
義
の
物
語
」。
そ
う
で
な
い
「
正
し
さ
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
段
落
に
、「
人
が
生
き
る

場
面
の
な
か
か
ら
、
そ
の
都
度
、「
こ
れ
し
か
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
掴
み
取
ら
れ
、
手
本
な
し
に

生
き
る
こ
と
を
通
じ
て
、
つ
く
り
出
さ
れ
る
も
の
」
と
あ
る
。

【
解
答
例
】
正
し
い
こ
と
の
見
本
の
物
語
と
は
、
強
者
が
不
正
や
悪
に
抵
抗
し
、
戦
い
、
勝
利
す
る
と
い

う
（
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画
の
よ
う
な
・
現
実
と
か
け
離
れ
た
・
作
ら
れ
た
）
ス
ト
ー
リ
ー
だ
が
、
筆
者
は
そ

う
で
は
な
く
、
弱
者
で
あ
っ
て
も
、
手
本
な
し
に
生
き
る
中
で
、
そ
の
都
度
、
「
こ
れ
し
か
な
い
」
と
い

う
形
で
掴
み
取
り
、
作
り
出
し
て
い
く
正
し
さ
に
こ
そ
正
し
さ
の
本
当
の
基
礎
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

㉑

デ
ィ
ズ
ニ
ー
式
の
成
長
と
は
、
子
ど
も
が
大
人
に
な
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
大
人
か
ら
見
ら
れ
た
成

長
で
あ
る
。
た
と
え
ば
米
国
の
マ
ー
ジ
ョ
リ
ー
・
Ｋ
・
ロ
ー
リ
ン
グ
ズ
の
『
子
鹿
物
語
』（
一
九
三
八
年
）。

そ
こ
で
は
、
主
人
公
が
、
可
愛
が
っ
て
き
た
子
鹿
が
成
長
し
、
畑
を
荒
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
、
そ
の

子
鹿
を
撃
ち
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
は
、
自
分
で
可
愛
が
り
、
育
ん
で
き
た
も
の
を
、

あ
る
と
き
、
撃
ち
殺
す
こ
と
が
、
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
成
長
す
る
こ
と
の
意
味
で
あ
り
、
そ
こ
で

の
通
過
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
つ
も
人
は
、
そ
の
よ
う
に
し
か
大
人
に
な
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
一
つ
の
大
人
に
な
る
物
語
の
典
型
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
た
い
す
る
、
一
刻
も
早
く
、
試
練

に
遭
い
、
克
服
し
、
大
人
に
な
れ
、
と
い
う
促
し
、
急
き
た
て
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
か
ら
見
れ

ば
大
い
な
る
抑
圧
と
も
な
る
成
長
観
に
立
つ
、
極
め
て
近
代
的
な
成
長
の
物
語
の
範
型
な
の
で
あ
る
。

㉑

し
か
し
、
む
ろ
ん
、
子
ど
も
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
で
は
な
く
と
も
、
成
長
で
き
る
し
、
成
長
を
す
る
。

社
会
の
認
め
る
大
人
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
、
も
う
子
ど
も
で
は
な
く
な
る
、
と
い
う
子

ど
も
自
身
に
だ
け
わ
か
る
、
別
の
仕
方
で
。

ふ
た
つ
の
成
長
。
デ
ィ
ズ
ニ
ー
式
の
成
長
＝
大
人
か
ら
見
た
成
長
、
一
刻
も
早
く
、
試
練
に
遭
い
、
克

服
し
、
大
人
に
な
れ
、
と
い
う
促
し
、
急
き
た
て
る
成
長
。
子
ど
も
か
ら
見
れ
ば
大
い
な
る
抑
圧
と
も
な
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る
成
長
。
極
め
て
近
代
的
な
成
長
の
物
語
。
学
校
も
基
本
、
こ
っ
ち
や
ね
。

そ
う
で
な
い
成
長
＝
社
会
の
認
め
る
大
人
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
も
う
子
ど
も
じ
ゃ
な
い
、
と

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

自
分
自
身
に
だ
け
わ
か
る
成
長
。

「
大
人
に
な
る
（
社
会
的
に
な
る
）」
と
「
子
ど
も
で
は
な
く
な
る
」
は
、
別
の
こ
と
だ
と
い
う
指
摘

は
深
い
。
こ
れ
は
、
み
な
さ
ん
覚
え
て
お
く
と
い
い
。
社
会
的
人
材
に
は
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け

れ
ど
、
子
ど
も
の
部
分
が
残
存
し
て
い
る
と
い
う
の
も
あ
り
う
る
。

㉑

た
と
え
ば
、
西
原
理
恵
子
の
【
読
解
問
題
３
】『
ぼ
く
ん
ち
』（
一
九
九
八
年
）。
こ
れ
は
、
そ
う
い
う

別
の
仕
方
で
の
子
ど
も
の
成
長
が
あ
り
う
る
こ
と
を
描
く
、
敗
戦
国
に
で
な
け
れ
ば
現
れ
な
い
よ
う
な
敗

者
の
想
像
力
に
み
ち
た
漫
画
だ
。
そ
こ
に
は
二
人
の
兄
弟
、
一
太
と
そ
の
弟
、
二
太
が
出
て
く
る
。
一
太

は
、
売
春
な
ど
も
し
て
二
人
を
育
て
る
か
の
こ
姉
さ
ん
を
助
け
よ
う
と
、
一
日
も
早
く
大
人
に
な
ろ
う
と

し
、
不
良
仲
間
に
入
り
、
ト
ル
エ
ン
密
売
な
ど
に
精
を
出
す
。
兄
貴
分
に
殴
ら
れ
、
足
蹴
に
さ
れ
て
も
歯

を
食
い
し
ば
っ
て
、
が
ん
ば
る
。
そ
し
て
最
後
、
行
方
不
明
に
な
る
の
だ
が
、
残
さ
れ
た
弟
の
二
太
は
、

気
が
つ
く
と
、
自
分
が
も
う
子
ど
も
で
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
り
、
別
の
仕
方
で
、
子
ど
も
で
は
な
く

な
る
こ
と
を
受
け
い
れ
る
。

「
別
の
仕
方
で
」
と
は
、
一
太
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
と
い
う
意
味
だ
。
一
太
は
、
そ
の
世
界
の
強
者

に
な
る
べ
く
、
が
ん
ば
る
。
生
き
る
た
め
に
。
筆
者
が
「
敗
戦
国
で
な
け
れ
ば
」
と
い
う
意
味
を
重
ね
る

と
、
こ
の
一
太
は
、
生
き
る
た
め
に
戦
争
を
仕
掛
け
て
い
っ
た
日
本
、
そ
し
て
、
負
け
、「
行
方
不
明
」

に
な
っ
た
か
つ
て
の
日
本
を
思
わ
せ
る
。
と
な
る
と
、
二
太
の
「
別
の
仕
方
」
は
、
ま
た
、
日
本
の
別
の

仕
方
で
の
、
大
人
に
な
る
仕
方
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

㉑

一
人
、
か
の
こ
姉
さ
ん
と
も
別
れ
、
よ
そ
か
ら
小
さ
な
船
で
や
っ
て
き
た
お
じ
い
さ
ん
に
も
ら
わ
れ

て
町
を
出
て
い
く
。
甲
板
の
う
え
に
立
っ
て
い
る
と
、
や
が
て
自
分
の
町
が
見
え
な
く
な
る
。
寒
い
か
ら

な
か
に
入
れ
、
と
お
じ
い
さ
ん
に
言
わ
れ
る
と
、
二
太
は
言
う
。

｢

じ
い
ち
ゃ
ん
。
ぼ
く
知
っ
て
ん
で
。」

そ
う
言
い
、
ふ
り
返
り
、

｢

こ
う
ゆ
う
時
は
笑
う
ん
や
。」

㉑

そ
し
て
漫
画
は
、
こ
の
二
太
の
振
り
返
っ
た
笑
顔
で
終
わ
る
。

㉑

正
し
さ
に
つ
い
て
も
同
じ
だ
。
こ
の
世
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
正
が
あ
る
。
す
ぐ
に
は
た
だ
せ
な
い
「
悪
」

も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
の
不
正
を
た
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
果
た
さ
れ
る
、
そ
れ
と
同
じ

だ
け
大
き
く
、
深
い
「
正
し
さ
」
も
あ
る
。
あ
る
は
ず
だ
。

「
こ
の
世
の
不
正
を
た
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
果
た
さ
れ
る
、
そ
れ
と
同
じ
だ
け
大
き
く
、
深

い
「
正
し
さ
」」
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

不
正
を
た
だ
す
、
不
正
と
闘
い
、
不
正
を
倒
し
、
自
分
が
正
義
に
な
る
。
大
日
本
帝
国
は
、
天
に
代
わ

っ
て
不
義
を
討
と
う
し
た
が
、
敗
れ
る
。
で
は
、
正
義
の
戦
争
に
勝
利
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
正
義
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の
名
の
下
に
ベ
ト
ナ
ム
で
、
湾
岸
で
、
イ
ラ
ク
で
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
多
く
の
人
々
を
殺
し
続
け

て
い
る
。

㉑

宮
崎
駿
は
、
一
九
四
一
年
に
生
ま
れ
て
い
る
。
彼
は
敗
戦
国
の
日
本
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え

を
育
て
て
い
る
。

強
者
に
な
れ
な
か
っ
た
、
敗
者
と
し
て
、
そ
れ
で
も
正
し
さ
を
探
ろ
う
と
す
る
と
き
、
ど
ん
な
あ
り
方

が
あ
る
の
か
。
最
後
は
正
義
が
勝
つ
ス
ト
ー
リ
ー
な
ん
て
、
作
ら
ね
え
。
そ
う
い
う
宮
崎
の
思
い
を
、
敗

戦
国
の
息
吹
の
中
で
成
長
し
た
宮
崎
自
身
の
大
人
の
な
り
方
と
、
加
藤
は
重
ね
て
み
せ
る
。

「
こ
の
世
の
不
正
を
た
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
、
そ
れ
で
も
日
々
生
き
て
い
く
中
で
、
こ
れ
だ

け
は
ほ
ん
と
う
だ
と
い
う
意
味
の
正
し
さ
を
捉
え
る
こ
と
」。

㉑

『
千
と
千
尋
』
が
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
世
界
の
多
く
の
国
で
人
び
と
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
の
は
、
こ

の
、
も
う
一
つ
の
「
正
し
さ
」、
そ
し
て
「
成
長
」
の
物
語
が
、
宮
崎
の
ア
ニ
メ
映
画
の
う
ち
に
示
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
勝
者
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
デ

ィ
ズ
ニ
ー
式
と
は
異
な
る
、
い
わ
ば
敗
者
の
想
像
力
の
所
産
で
あ
る
こ
と
で
、
世
界
の
各
国
の
人
び
と
だ

け
で
な
く
、
米
国
の
人
び
と
の
心
に
も
、
深
々
と
浸
透
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

米
国
の
人
々
に
も
？

そ
う
じ
つ
は
そ
う
な
ん
だ
。

㉑

人
び
と
は
、
一
刻
も
早
く
大
人
に
な
る
よ
う
急
き
た
て
ら
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
た
め
に
い

ま
、
ど
ん
な
に
多
く
の
大
人
た
ち
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
来
た
傷
を
抱
え
て
い
る
だ
ろ
う
。『
千
と
千
尋
』

は
、
そ
う
し
た
近
代
の
物
語
に
対
す
る
、
一
つ
の
説
得
的
な
反
措
定
で
あ
る
こ
と
で
ま
た
、
世
の
多
く
の

人
び
と
の
心
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

勝
利
者
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
病
ん
で
い
る
。
「
一
刻
も
早
く
大
人
に
な
れ
」
と
い
う
要
求
は
、
か
の
国

の
ほ
う
が
苛
烈
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
は
や
世
界
の
警
察
役
か
ら
も
降
り
た
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

全
世
界
を
覆
っ
た
「
近
代
」
の
帰
着
点
に
あ
る
、
も
う
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。

千
尋
は
、
見
た
目
に
は
、
始
め
と
終
わ
り
、
母
に
同
じ
仕
草
を
す
る
。
母
に
は
同
じ
よ
う
に
見
え
る
け

れ
ど
、
彼
女
に
だ
け
わ
か
る
何
か
今
ま
で
と
は
違
う
自
分
の
あ
り
方
を
観
客
も
感
じ
取
る
わ
け
だ
。

そ
れ
は
『
ぼ
く
ん
ち
』
の
二
太
に
も
共
通
し
て
い
る
は
ず
だ
。

【
読
解
問
題
３
】『
ぼ
く
ん
ち
』
の
結
末
部
分
に
よ
っ
て
、
筆
者
が
示
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
か
。

問
い
を
立
て
直
す
。｢

こ
う
ゆ
う
時
は
笑
う
ん
や
。」
と
は
ど
う
い
う
笑
い
か
。「
こ
う
い
う
と
き
」
っ

て
？

な
ぜ
笑
う
？

こ
の
よ
う
に
問
い
を
解
き
ほ
ぐ
す
技
を
覚
え
て
ほ
し
い
。
ふ
つ
う
、
笑
う
と
こ
ろ
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じ
ゃ
な
い
よ
ね
。
姉
か
ら
も
兄
か
ら
も
（
そ
の
前
に
は
親
か
ら
も
）
離
れ
、
一
人
知
ら
な
い
人
に
も
ら
わ

れ
て
い
く
。
で
も
、
彼
は
、
子
ど
も
に
は
言
え
な
い
せ
り
ふ
を
い
う
。

｢

こ
う
ゆ
う
時
は
／
笑
う
ん
や
。」
こ
れ
を
言
い
換
え
る
の
が
私
た
ち
の
仕
事
。

こ
ん
な
と
き
＝
耐
え
が
た
い
現
実
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
も
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
笑
う
ん
や
＝

自
分
の
面
倒
を
見
て
く
れ
る
、
こ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
生
き
て
い
く
道
を
、
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
ん
や
。

筆
者
は
、
こ
の
漫
画
を
、
千
と
千
尋
と
重
ね
る
よ
う
に
し
て
置
い
て
い
る
。
初
め
に
あ
っ
た
次
の
部
分

を
思
い
起
こ
そ
う
。

「
彼
女
が
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
経
験
し
、
課
題
を
ク
リ
ア
し
、
達
成
す
る
。
し
か
し
そ
れ
が
彼
女
の
「
成

長
」
あ
る
い
は
社
会
か
ら
「
賞
賛
」
さ
れ
る
べ
き
物
語
に
結
び
つ
か
な
い
。
そ
の
無
償
性
の
問
題
が
、
こ

の
作
品
に
固
有
の
あ
る
見
え
に
く
い
「
感
動
」
の
源
泉
と
し
て
あ
る
。」

こ
れ
を
、
二
太
と
重
ね
る
こ
と
で
、
答
案
を
綴
っ
て
み
よ
う
。

【
解
答
例
】
耐
え
が
た
い
現
実
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
経
験
す
る
中
で
、
そ
の
都
度
こ
れ
は
本
当
だ

と
い
う
こ
と
を
手
放
さ
な
い
で
生
き
て
い
れ
ば
、
現
実
の
方
は
変
わ
ら
な
く
て
も
、
そ
の
現
実
を
受
け
入

れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
存
在
に
成
長
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

「
現
実
を
受
け
入
れ
る
」
は
「
受
け
入
れ
た
り
、
少
し
ず
つ
変
え
た
り
す
る
」
と
し
て
も
い
い
と
思
う
。

■
読
解
問
題

１

「
そ
の
こ
と
が
観
客
に
知
ら
さ
れ
る
」
と
あ
る
が
「
そ
の
こ
と
」
と
は
何
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に

知
ら
さ
れ
る
の
か
、
説
明
せ
よ
。

２

「「
正
し
い
こ
と
」
の
す
で
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
見
本
の
物
語
」
と
あ
る
が
、「
見
本
の
物
語
」
と

そ
う
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

３

『
ぼ
く
ん
ち
』
の
結
末
部
分
に
よ
っ
て
、
筆
者
が
示
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

■
発
展
問
題

●
筆
者
の
、「
大
人
に
な
る
（
社
会
的
に
な
る
）」
と
「
子
ど
も
で
は
な
く
な
る
」
は
、
別
の
こ
と
だ
と
い

う
指
摘
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
述
べ
な
さ
い
。

●
重
要
語｢

物
語
」
＝
文
字
通
り
の
物
語
以
外
に
、
評
論
な
ど
で
は
「
ア
メ
リ
カ
は
ア
メ
リ
カ
の
物
語
を
生
き

て
い
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
主
体
が
作
り
上
げ
た
世
界
の
こ
と
を
指
す
こ
と
も
多
い
。


