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評

㌍
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○
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○
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○
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郎
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肘
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鳥
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。
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。
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め
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。
。
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。
巨
影
画
膏
曾
粘
り
勲

三

輪

正

　
ア
メ
リ
カ
の
入
門
書
の
特
徴
で
あ
る
懇
切
丁
寧
な
解
説
を
期
待
し
て
、

こ
の
書
を
開
い
た
の
だ
が
、
そ
の
期
待
は
】
応
裏
切
ら
れ
な
か
っ
た
。
比

較
的
小
さ
な
本
だ
が
、
実
存
煮
義
の
主
要
問
題
の
解
説
は
要
領
の
良
い
も

の
で
あ
り
、
解
り
易
い
。

　
序
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
入
門
」
の
臣
的
は
「
実
存
主
義
の
立
場
を
概

説
し
、
…
…
こ
の
運
動
を
哲
学
史
の
中
に
位
概
づ
け
、
ま
た
他
の
現
代
の

諸
哲
学
の
実
存
主
義
に
対
す
る
枇
判
を
示
す
こ
と
」
に
あ
る
。
実
存
主
義

を
全
体
と
し
て
一
つ
の
思
想
運
動
と
見
な
し
、
客
観
的
に
分
析
し
て
行
こ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
存
主
義
入
門
書
を
ば
、
愉
快
な
逸
話
や
逆
説
を

織
り
こ
ん
で
面
白
お
か
し
く
し
た
り
、
ま
た
演
劇
的
詩
的
な
も
の
を
織
り

ま
ぜ
て
一
種
独
特
の
ム
ー
ド
を
か
も
し
出
す
よ
う
に
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
一
し
か
し
そ
れ
で
は
入
門
書
と
は
疑
え
な
い
、
実
存
主
義
は
や
は

り
思
想
で
あ
り
哲
学
で
あ
っ
て
、
体
系
的
に
分
析
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る

t
実
存
哲
学
に
は
例
え
ば
無
化
す
る
無
の
よ
う
な
多
く
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
的
な
信
濃
が
あ
る
が
こ
れ
ら
の
二
葉
も
単
に
雷
葉
の
上
で
逆
説
的
に
見

え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
際
は
意
味
を
持
つ
の
だ
、
と
も
著
者
は
強
雨
し

書

評

て
い
る
。
（
や
㎝
①
）

　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
が
実
存
主

義
の
代
表
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
こ
の
四
人
に
つ
い
て
主
に
語
ら
れ
る
。

な
か
で
も
サ
ル
ト
ル
か
ら
の
引
用
が
多
い
。
サ
ル
ト
ル
が
四
人
の
中
で
最

も
明
断
か
つ
体
系
的
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
（
や
く
ヨ
）
ウ
ナ
ム
ノ
、
マ
ル
セ

ル
、
　
ベ
ル
ジ
ャ
エ
フ
、
ヤ
ス
ペ
ル
ス
等
も
問
題
に
応
じ
て
書
及
さ
れ
る

が
、
上
の
四
入
に
比
べ
れ
ば
、
引
朋
は
遙
か
に
少
な
い
。
内
容
は
七
三
に

分
れ
、
　
「
僑
値
の
方
向
く
巴
¢
Φ
o
艮
①
蝕
勢
瓢
O
P
」
　
「
人
間
の
条
件
」
「
理
性

と
経
理
群
口
葭
①
霧
O
揖
」
　
「
自
由
」
　
「
本
来
性
⇔
黛
冨
緊
憲
受
」
　
「
他
者
」

「
死
」
を
そ
れ
ぞ
れ
扱
う
。
こ
れ
ら
の
実
存
主
義
的
テ
ー
マ
を
論
ず
る
の

に
殆
ん
ど
の
場
合
著
者
は
、
先
ず
当
の
問
題
に
つ
い
て
の
古
典
暫
学
や
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
哲
学
の
見
解
を
与
え
、
次
い
で
実
存
主
義
の
主
張
を
述

べ
、
最
後
に
実
存
主
義
に
対
す
る
批
判
を
論
ず
る
、
と
い
う
進
み
方
を
し

て
い
る
。
こ
の
書
の
最
大
の
興
味
は
、
か
よ
う
に
意
識
的
組
織
的
に
、
実

存
主
義
と
、
古
典
哲
学
な
い
し
非
実
存
主
義
誓
学
と
の
叢
記
を
著
者
が
試

み
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
方
法
で
著
者
は
、
実
存
主
義
が

他
の
哲
学
と
共
有
す
る
も
の
と
、
実
存
主
義
が
独
膚
に
持
つ
も
の
と
を
、

共
に
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
企
図
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
働
値
を
扱
う
第
一
章
に
つ
い
て
毘
て
も
、
著
者
は
先
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
以
来
の
懸
偵
観
を
述
べ
る
。
幸
福
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
快
、

蜜
、
名
轡
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
幾
ら
か
差
異
は
あ

れ
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
も
、
ま
た
他
の
古
典
哲
学
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
著
潜
に
よ
れ
ば
実
存
主
義
も
こ
の
こ
と
の
例
外
で
は
な
い
。
と
こ
ろ

で
他
方
で
実
存
主
義
は
選
択
の
自
由
と
澗
人
の
尊
厳
と
を
特
に
薫
濁
し
、

七
五
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危
険
の
中
で
危
険
を
強
く
意
識
し
つ
つ
生
き
る
こ
と
に
大
き
な
価
偵
を
お

く
。
著
者
は
か
よ
う
に
古
典
哲
学
と
実
存
主
義
と
を
対
博
し
た
後
価
値
論

的
に
実
存
主
義
を
批
判
す
る
。
（
ワ
ト
D
刈
）
英
米
哲
学
は
一
般
に
、
基
本
的

価
慷
観
は
個
人
に
よ
っ
て
違
う
も
の
で
あ
り
、
ご
次
的
価
値
の
み
が
人
々

に
共
通
的
な
も
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
実
存
主
義
は
、
一
方
で
個
人

の
尊
厳
を
言
い
な
が
ら
、
基
本
的
価
値
観
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
共
通
だ
と
主

張
す
る
。
こ
の
点
実
存
主
義
は
合
理
主
義
の
伝
統
を
受
け
つ
ぐ
。
そ
れ
は

満
足
し
た
豚
よ
り
も
不
幸
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
選
ぶ
哲
学
で
あ
る
。
か
よ
う

に
実
存
主
義
価
値
観
の
性
格
を
分
析
し
つ
つ
、
食
盛
の
書
お
う
と
す
る
こ

と
は
、
不
幸
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
選
ぶ
こ
と
を
他
人
に
強
制
し
て
よ
い
も
の

か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
だ
（
明
ら
さ
ま
に
は
言
っ
て
い
な

い
）
。
第
善
心
の
終
り
で
幾
ら
か
唐
突
に
「
笑
存
主
義
者
の
い
う
内
観
と

は
、
彼
等
庸
身
の
性
向
や
現
代
の
状
況
を
反
映
す
る
　
組
の
先
入
見
以
上

の
も
の
で
は
な
い
」
と
書
わ
れ
て
い
る
。

　
不
安
を
扱
う
第
二
章
に
お
い
て
も
、
上
述
の
方
法
の
特
徴
は
明
ら
か
で

あ
る
。
実
存
主
義
は
、
欲
望
の
完
全
な
充
足
へ
の
望
み
を
絶
つ
こ
と
に
お

い
て
、
ス
ト
ア
と
一
致
し
、
有
限
な
生
を
雄
々
し
く
生
き
る
こ
と
を
主
張

す
る
点
で
ス
ピ
ノ
ザ
と
共
通
す
る
。
し
か
し
両
者
と
異
っ
て
欲
墾
を
無
視

す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
無
限
な
る
も
の
に
高
ま
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
な

い
、
ど
こ
ま
で
も
有
隈
挫
に
止
ま
る
一
意
二
章
を
要
約
す
れ
ば
以
上
の

よ
う
に
な
る
。

　
著
者
の
方
法
が
最
も
典
型
的
に
実
行
さ
れ
る
の
は
、
第
三
灘
と
第
四
章

と
で
あ
る
。
第
三
章
は
理
性
を
扱
っ
て
い
る
が
実
存
主
義
入
門
書
が
「
理

性
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
か
な
り
珍
ら
し
い
こ
と
だ
。
実
存
主
義
は
非

七
六

金
理
主
義
か
ど
う
か
は
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
一
般
へ
の
受

取
ら
れ
方
は
非
合
理
主
義
と
し
て
で
あ
っ
た
。
著
者
は
こ
の
「
神
話
」
を

分
析
的
に
検
討
す
る
。
理
性
と
認
識
を
論
ず
る
に
当
っ
て
三
つ
の
主
要
問

題
が
あ
る
。
第
一
は
、
人
間
は
偲
を
知
り
得
る
か
、
第
二
は
、
人
聞
の
知

る
手
段
は
何
か
、
第
三
は
、
知
識
の
価
値
は
如
何
、
の
三
つ
で
あ
る
。
合

理
論
は
第
一
の
幽
い
に
対
し
永
遠
に
し
て
必
然
的
普
遡
的
な
も
の
を
、
第

二
の
問
い
に
は
心
慰
は
知
性
に
よ
っ
て
、
第
三
の
そ
れ
に
は
、
知
識
は
自

体
に
お
い
て
価
値
が
あ
る
、
と
答
え
る
。
こ
れ
に
対
し
経
験
論
は
第
一
の

問
い
に
は
、
特
殊
な
事
物
と
そ
の
梢
互
関
係
を
、
第
二
の
問
い
に
は
、
物

理
的
感
覚
に
よ
っ
て
、
第
三
の
そ
れ
に
は
、
自
然
と
社
会
と
を
変
え
る
カ

を
得
る
た
め
に
価
値
が
あ
る
、
と
答
え
る
。
同
じ
三
問
題
に
対
す
る
実
存

主
義
の
答
え
は
ど
う
か
。
第
一
の
問
い
に
は
、
入
間
の
条
件
を
、
第
二
の

そ
れ
に
は
、
不
安
に
基
づ
く
直
観
的
内
省
に
よ
っ
て
、
第
三
に
対
し
て

は
、
人
間
条
件
の
認
識
は
実
存
価
植
の
経
験
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
、
と

い
う
の
が
そ
れ
だ
。
人
間
の
条
件
の
認
識
と
は
、
人
聞
の
歴
史
や
自
然
的

祉
会
的
環
境
に
対
す
る
知
識
を
指
す
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通

し
て
変
ら
な
い
人
間
存
在
の
普
遍
的
特
徴
、
そ
の
偶
然
性
、
特
殊
性
、
自

由
、
希
望
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
実
在
主
義
は
か
よ
う
な
認
識
を
最
高
の

知
恵
だ
と
す
る
点
、
何
よ
り
も
先
ず
価
熱
論
で
あ
り
、
自
然
よ
り
も
人
間

に
よ
り
多
く
の
興
味
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
。
｝
体
経
験
論
は
哲
学
を
行

動
心
理
学
や
社
会
学
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
し
か

し
そ
れ
で
人
聞
行
動
は
予
見
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
条
件
そ
の

も
の
が
人
間
行
動
の
予
見
不
可
能
を
示
し
て
い
る
。
人
聞
の
行
動
が
予
見

可
能
に
な
る
の
は
、
人
間
が
本
来
的
自
由
か
ら
逃
避
し
他
人
か
ら
象
2
跨
の
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さ
れ
る
こ
と
を
選
ぶ
時
の
み
で
あ
る
。
行
動
心
理
学
や
社
会
学
は
入
間
行

動
の
予
晃
に
お
い
て
必
然
的
に
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
よ
う
に
実
存

主
義
は
科
学
的
方
法
が
人
間
に
適
用
で
き
な
い
こ
と
を
説
く
。
こ
の
点
実

存
主
義
は
信
霞
①
霧
○
盗
で
あ
り
、
非
合
理
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
入
間
性

の
普
遍
性
を
唱
え
る
と
こ
ろ
は
、
実
存
主
義
は
合
理
主
義
に
近
い
。
著
者

に
よ
れ
ば
実
存
主
義
は
決
し
て
非
合
理
主
義
で
は
な
く
、
最
も
高
い
秩
序

の
合
理
主
義
に
属
す
る
。

　
第
畷
章
で
は
実
存
主
義
（
特
に
サ
ル
ト
ル
）
の
自
幽
論
と
、
英
米
哲
学

の
そ
れ
と
が
対
照
さ
せ
ら
れ
る
。
第
三
章
で
は
実
存
主
義
に
隅
情
的
だ
っ

た
著
者
は
こ
こ
で
は
一
転
し
て
サ
ル
ト
ル
に
対
し
極
め
て
批
判
的
で
あ

る
。
人
間
は
本
来
自
由
で
あ
り
、
独
霞
脚
下
に
お
い
て
か
え
っ
て
よ
り
麹

由
だ
っ
た
、
と
は
サ
ル
ト
ル
の
有
名
な
逆
説
だ
が
、
著
者
は
実
存
主
義
が

人
閲
の
根
本
聖
画
由
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
挫
を
失
い
抽
象
に

陥
い
る
と
し
て
い
る
。
英
米
哲
学
も
人
間
の
趨
由
を
雷
う
、
し
か
し
常
に

具
体
的
で
あ
り
、
反
省
に
も
自
由
へ
の
役
割
を
認
め
る
。
　
「
実
存
主
義
の

誤
謬
は
、
…
…
懲
的
を
選
び
達
成
す
る
能
力
と
し
て
の
自
田
を
、
そ
の
極

限
ま
で
推
し
進
め
た
結
果
、
そ
れ
が
空
蝉
で
あ
る
こ
と
を
発
晃
し
た
に
止

ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
」
と
著
者
は
言
っ
て
い
る
。
（
や
誌
O
）

　
第
五
章
は
、
実
存
主
義
の
最
も
魅
力
的
な
主
張
の
～
つ
で
あ
る
本
来
的

自
己
（
本
来
性
）
を
論
ず
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
U
霧
Φ
ぎ
と
く
①
跳
鑑
①
午

蟻
蜂
の
区
胴
が
先
ず
言
わ
れ
、
次
い
で
彼
の
最
近
の
立
場
に
も
雷
及
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
真
存
在
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
説
は
明
確
を
欠

く
と
さ
れ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
唱
え
る
と
こ
ろ
は
プ
ラ
ト
ン
の
「
国
家
」

の
中
の
説
と
大
変
よ
く
似
逓
っ
て
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
一
考
と
呼
ん
で
い

評

る
も
の
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
存
在
と
名
づ
け
て
い
る
の
み
だ
と
著
者
は
し

て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
と
っ
て
も
本
来
的
野
閾
と
は
、
存
在
に
照
明

さ
れ
、
存
在
の
守
護
老
た
ろ
う
と
す
る
人
聞
で
あ
る
と
。
こ
れ
に
対
し
て

サ
ル
ト
ル
の
場
合
、
本
来
的
人
間
と
は
、
不
安
に
由
る
根
源
的
圃
心
を
経

て
自
由
を
圓
復
し
た
人
間
で
あ
り
、
存
在
の
守
護
者
と
し
て
で
は
な
く
、

世
界
と
そ
の
価
値
及
び
認
識
の
療
薦
と
し
て
臨
己
を
膚
覚
し
た
人
間
で
あ

る
、
と
著
者
は
規
定
し
て
い
る
。

　
サ
ル
ト
ル
は
二
種
の
非
本
来
性
（
ご
通
り
の
蝋
つ
き
）
を
区
別
す
る
。

表
薗
的
自
我
と
内
面
的
自
我
と
の
違
い
を
主
張
し
、
内
面
的
霞
我
は
表
面

的
酪
我
の
娘
傭
に
拘
ら
ず
潔
白
だ
と
い
う
主
観
主
義
的
嘘
つ
き
と
、
す
べ

て
は
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
起
る
故
自
分
は
繭
分
の
行
為
に
責
任
が
な
い

と
す
る
客
観
主
義
的
嘘
つ
き
と
の
二
種
の
非
本
来
性
（
責
任
の
が
れ
）
で

あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
前
者
に
対
し
て
は
、
人
間
は
良
分
が
し
た
こ
と
以
外

の
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
駁
し
、
後
者
に
対
し
て

は
、
入
事
は
外
界
を
超
越
し
う
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
批
判
す
る
。
著
老
に
よ
れ
ば
か
よ
う
な
サ
ル
ト
ル
の
批
判
は
健

康
な
常
識
の
立
場
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
著
者
は
続
け
て
、
健

康
さ
と
い
う
点
で
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
も
実
存
主
義
題
様
、
難
霧
の
。
巳
窪
捲
を
攻
撃
す
る
。

し
か
し
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
世
界
と
人
聞
と
を
多
元
的
に
捕
え
、
自
由
を

も
具
体
的
相
対
的
に
捕
え
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
か
ら
見
る
と
、
実
存
主

義
は
そ
の
攻
撃
す
る
主
観
主
義
に
逆
戻
り
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
著
者

は
こ
こ
で
は
、
は
っ
き
り
英
米
哲
学
の
伝
統
に
組
し
て
い
る
。
　
一
体
サ
ル

ト
ル
は
一
方
で
は
、
人
間
は
自
ら
の
過
玄
と
米
来
と
で
あ
っ
て
す
べ
て
に

七
七
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貴
任
が
あ
る
と
し
、
他
方
で
は
、
人
間
は
自
ら
の
過
ま
と
未
来
と
で
は
な

く
金
く
自
由
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
ま
っ
た
く
対
立
す
る
結
論
、
す
な

わ
ち
人
間
の
不
自
由
と
無
嚢
人
と
が
詞
じ
前
業
か
ら
出
て
き
得
る
。
こ
う

し
て
「
始
め
責
任
と
自
由
と
の
哲
学
で
あ
っ
た
も
の
が
、
無
嚢
任
と
奴
隷

化
の
哲
学
に
な
り
」
得
る
。
e
●
嶺
O
∴
①
O
）
実
存
主
義
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ

ム
を
ば
、
人
聞
の
悲
劇
的
条
件
に
対
す
る
充
分
な
認
識
を
欠
く
と
攻
撃
す

る
だ
ろ
う
、
し
か
し
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
実
存
主
義
を
ば
、
悲
劇
と
メ
ロ

ド
ラ
マ
と
の
区
離
の
つ
か
な
い
も
の
と
し
て
斥
け
る
だ
ろ
う
、
と
い
・
2
冨

葉
で
章
が
結
ば
れ
て
い
る
。

　
第
六
章
「
他
者
」
に
お
い
て
も
、
先
ず
、
人
間
は
社
会
的
動
物
で
あ

る
と
定
義
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
哲
学
者
た

ち
の
態
度
が
述
べ
ら
れ
る
。
他
者
と
い
う
問
題
は
、
哲
学
で
は
正
面
か
ら

論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
閲
題
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
以
後
の
近
世

哲
学
は
む
し
ろ
ω
象
場
諺
ヨ
の
傾
向
が
強
い
。
と
こ
ろ
で
実
存
主
義
は
他

者
を
強
調
す
る
。
一
般
に
燗
人
主
義
的
と
見
ら
れ
る
こ
の
哲
学
が
他
者
を

強
調
す
る
こ
と
は
、
一
見
奇
妙
に
見
え
る
が
、
侮
ら
奇
妙
な
こ
と
は
な

い
。
密
穴
存
主
義
は
他
者
の
存
在
を
前
提
し
て
お
り
、
反
省
的
思
考
が

ω
o
ξ
ω
冨
資
に
導
く
と
す
れ
ば
そ
の
反
省
的
思
考
が
誤
っ
て
い
る
と
考
え

る
。
実
存
主
義
は
、
神
秘
主
義
者
や
ナ
チ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
的
な
他
者
と

の
舎
一
や
、
ア
メ
リ
カ
的
協
調
主
義
、
行
動
科
学
的
な
節
会
工
学
等
を
攻

撃
し
批
判
す
る
。
こ
の
点
実
存
主
義
は
個
人
主
義
的
と
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
根
源
的
回
心
に
よ
る
本
来
的
人
意
閥
係
に
つ
い
て
は
そ
の
可
能
性

を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
著
者
は
い
う
。
こ
の
本
来
寝
入
聞
碧
雲
に
お

い
て
な
お
闘
争
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
マ
ル

七
八

セ
ル
、
サ
ル
ト
ル
で
意
見
が
分
れ
る
こ
と
、
我
と
他
者
と
の
関
係
が
内
的

関
係
で
あ
っ
て
、
物
と
物
と
の
問
の
外
的
麗
係
と
は
異
る
こ
と
（
デ
カ
ル

ト
の
場
合
と
逆
）
、
ま
た
視
線
の
間
題
、
　
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
サ
デ
ィ
ズ
ム
等

の
サ
ル
ト
ル
的
テ
ー
マ
も
か
な
り
要
領
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は

視
線
か
ら
闘
争
を
説
明
す
る
サ
ル
ト
ル
の
行
き
方
を
無
理
だ
と
し
て
い

る
。
視
線
が
あ
っ
て
闘
争
が
出
て
く
る
の
で
は
な
く
、
闘
争
が
あ
っ
て
視

線
も
決
る
と
い
う
の
だ
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
か
ら
見
る
と
実
存
主
義
の
他

者
問
題
の
設
定
の
仕
方
は
、
鋭
ど
く
は
あ
る
が
誤
っ
て
い
る
と
。

　
「
死
」
を
扱
う
第
七
章
に
お
い
て
も
、
先
ず
死
に
対
す
る
伝
統
的
哲
学

の
態
度
と
実
存
主
義
の
そ
れ
と
が
簿
照
さ
れ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
キ
リ
ス

ト
教
諸
哲
学
者
、
ス
ピ
ノ
ザ
黒
い
ず
れ
も
死
を
無
視
す
る
こ
と
を
説
く
。

こ
れ
に
対
し
脳
炎
み
仔
主
義
は
死
を
強
く
意
識
す
る
べ
き
だ
と
量
誇
り
。
伝
統
哲

学
に
よ
れ
ば
死
の
意
識
は
生
命
を
麻
痺
さ
せ
る
。
実
存
主
義
に
よ
れ
ば
死

の
意
識
こ
そ
入
間
を
本
来
叢
生
に
一
誘
う
。
　
（
死
の
意
識
に
よ
っ
て
麻
擁
さ

せ
ら
れ
る
よ
う
な
生
は
、
実
存
主
義
に
よ
れ
ば
死
に
正
面
す
る
生
で
は
な

く
、
死
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
す
る
生
で
あ
る
）
。
両
者
の
閥
の
対
立
は
著

し
い
。

　
か
よ
う
に
笑
存
主
義
の
死
に
対
す
る
態
度
を
古
典
哲
学
の
そ
れ
に
対
照

さ
せ
た
後
で
、
著
者
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
と
サ
ル
ト
ル
と
の
死
に
つ
い
て

の
見
解
を
か
な
り
詳
細
に
比
較
す
る
。
サ
ル
ト
ル
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
多

く
を
負
う
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
が
人
閥
を
ば
ω
Φ
獣
譲
ヨ
6
0
匙
⑦
と

み
な
し
、
死
の
不
安
に
痩
面
す
る
勇
気
を
持
つ
入
間
を
ば
真
の
個
人
と
す

る
の
に
対
し
、
サ
ル
ト
ル
は
死
そ
の
も
の
よ
り
も
責
任
と
い
う
こ
と
に
よ

り
多
く
の
関
心
を
払
う
。
彼
に
と
っ
て
「
も
は
や
こ
の
世
に
な
い
こ
と
」
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よ
り
も
「
後
で
梅
む
よ
う
な
選
択
を
し
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
の
方

が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
著
老
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
サ
ル
ト
ル
と
の
い
ず
れ

が
優
る
か
に
つ
い
て
は
侮
も
嘗
わ
な
い
。
た
だ
い
ず
れ
の
説
も
、
入
間
の

こ
の
永
還
の
問
題
に
対
す
る
伝
統
哲
学
の
解
答
に
飽
き
足
ら
な
い
人
に
向

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
そ
の
主
張
者
の
あ
る
種
の
卒
直
さ
と

勇
気
を
示
し
て
い
る
、
と
雷
う
に
止
っ
て
い
る
。
そ
し
て
現
代
生
活
に
絶

望
し
た
人
々
は
こ
れ
ら
の
説
を
「
人
閲
精
神
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
記
念
碑
と

し
て
受
け
入
れ
る
だ
ろ
う
」
と
附
加
え
て
い
る
。
（
や
b
っ
お
）

　
以
上
が
こ
の
本
の
極
め
て
粗
雑
な
概
観
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
中
心
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
ヤ
ス
ペ
ル
ス
等
を
通
し
て
実
存

主
義
に
接
し
て
い
る
人
に
は
不
満
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク

ソ
ン
的
視
野
か
ら
の
解
説
が
入
門
書
と
し
て
は
翻
立
ち
過
ぎ
る
と
い
う
非

難
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
英
米
哲
学
と
実
存
主
義
と
の
対
照
と
い
う
点

で
は
大
変
興
味
深
い
労
作
で
あ
る
。
著
者
は
実
存
主
義
を
ば
、
プ
ラ
グ
マ

チ
ズ
ム
等
の
見
地
か
ら
し
ば
し
ば
痛
烈
に
攻
撃
す
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
攻

撃
を
通
し
て
実
存
主
義
に
対
す
る
多
く
の
岡
感
が
う
か
が
わ
れ
る
。
著
者

は
こ
の
入
門
を
通
し
て
、
実
存
主
義
と
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
の
綜
合
を
目

記
し
て
い
る
、
と
書
っ
て
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
実
存
主
義
は
ア
メ
リ

カ
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
、
案
外
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
続
ζ
冨
わ
れ
る
清
教

徒
的
な
開
拓
者
精
神
に
つ
な
が
っ
て
行
き
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
著
者
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
と
ミ
シ
ガ
ン
大
学
と
に
学
ん
だ
人
で
あ
り
、

現
在
閃
葺
㈹
①
話
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
都
大
学
教
養
部
助
教
授
）

書

評

≦
ぎ
。
。
℃
＄
♪
》
●
U
G
ピ
琶
器
け
凶
霧
鋤
謬
山
の
。
δ
黛
臨
。

8
ぴ
O
g
σ
q
騨
戸
隠
や
δ
9
竃
。
葺
器
帥
劃
お
①
9
。

北
嶋
美
雪

　
U
①
園
Φ
議
簿
窯
簿
蟷
舜
（
以
下
σ
。
刃
●
頃
卿
と
省
略
）
の
著
者
ル
ク
レ

チ
ウ
ス
は
、
す
ぐ
れ
た
詩
人
と
し
て
の
位
概
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て

確
立
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
詩
に
盛
ら
れ
た
「
思
想
」
と

い
う
知
的
な
面
と
な
る
と
、
　
｝
八
隠
子
に
な
っ
て
漸
く
脚
光
を
浴
び
は
じ

め
た
と
は
い
う
も
の
の
、
彼
を
単
な
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
翻
訳
者
と
見
徹
そ

う
と
す
る
傾
向
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
と
考
え
て
、
今
こ
そ
こ
の
誤

り
を
正
し
、
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
の
思
想
の
独
創
性
と
真
の
深
み
を
明
ら
か
に

し
ょ
う
と
い
う
の
が
本
書
の
意
図
で
あ
る
。

　
ル
ク
レ
チ
ウ
ス
の
思
想
の
「
独
創
性
」
と
は
、
で
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
。
そ
れ
は
U
●
菊
・
累
・
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
と
ご
と
く
彼
の

新
し
い
発
見
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
無
論
な
い
。
そ
れ

は
ま
ず
、
先
行
老
か
ら
散
文
の
形
で
ヒ
ン
ト
を
与
え
ら
れ
た
も
の
を
、
盤

か
な
詩
的
想
像
力
と
熱
情
と
を
も
っ
て
開
花
さ
せ
た
点
に
、
第
二
に
、
彼

が
依
拠
す
る
哲
学
の
立
場
の
意
義
を
誰
よ
り
も
明
確
に
察
知
し
た
知
性
の

力
と
い
う
点
に
、
つ
ま
り
宇
宙
の
神
的
創
造
の
説
を
徹
底
的
に
斥
け
、
そ

の
進
化
論
的
、
反
目
的
論
的
、
反
神
学
的
な
見
方
を
誰
よ
り
も
推
進
さ
せ

た
点
に
、
そ
し
て
最
後
に
、
　
こ
の
泄
界
観
を
動
植
物
や
入
間
に
も
適
周

し
、
生
物
及
び
社
会
の
進
化
と
い
う
考
え
を
提
出
し
た
と
い
う
、
以
上
の

七
九


