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最
近
の
研
究
動
向
と
歩
調
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

あ
る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
吉
田
静
一
氏
の
近
著
『
フ
ラ
ン
ス
重
商
主
義

く
か
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
り
し
て
き
た
。
最
近
で
は
、
重
鹿
主
義

研
究
の
主
眼
点
は
ど
う
や
ら
市
民
革
命
以
後
の
時
期
に
う
つ
っ
た
よ
う
で

論
」
も
、
ま
さ
に
プ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
以
後
に
重
点
を
お
い
て
い
る
点
で
、

に
は
二
つ
の
側
面
、
つ
ま
り
理
論
な
い
し
は
思
想
の
側
面
と
、
事
実
、
す

二
つ
の
側
面
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
な
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
と
い
う

の
は
、
重
商
主
義
思
想
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
る
場
合
に
は
原
理
的
分

析
で
あ
る
か
と
思
っ
と
政
策
的
立
言
で
あ
り
、
商
業
や
貨
陪
に
つ
い
て
述

な
わ
ち
経
済
史
と
結
び
つ
く
側
面
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の

の
要
求
に
結
び
つ
く
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
産
業
資
本
と
結
び
つ

た
も
の
は
、

き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
。

大
ま
か
に
い
っ
て
、

重
商
主
義

出
さ
れ
、
さ
ら
に
経
済
史
的
な
観
点
か
ら
重
商
主
義
が
一
体
、
廊
業
資
本
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
か
ぎ
ら
れ
、
本
書
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
を
と
り
上
げ

み
た
だ
け
で
も
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
や
、
ミ
ッ
セ
ル
デ
ン
の
論
争
に
焦
点
が

合
わ
さ
れ
て
い
た
時
期
か
ら
、
そ
れ
ら
と
対
比
的
に
コ
ル
ベ
ー
ル
が
も
ち

日
に
お
い
て
も
い
よ
い
よ
盛
ん
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
対
象
は
、
主

っ
て
研
究
者
を
ひ
き
つ
け
る
の
で
も
あ
ろ
う
。
重
商
主
義
の
研
究
は
、
今

重
商
主
義
は
、
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
る

C

簡
単
に
ふ
り
返
え
っ
て

究
者
を
つ
ね
に
悩
ま
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
ま
た
魅
力
と
な

書

評

吉
田
静
一

著
『
フ
ラ
ン

と
こ
ろ
で
、
一
口
に
重
商
主
義
と
よ
ば
れ
る
も
の
も
、
そ
の
内
実
1

1

実

河

ス
重
商
主
義
論
」

体
は
な
か
な
か
と
ら
え
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
重
商
主
義
の
研

野

健

1
0
0
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吉
田
静
一
著
『
フ
ラ
ン
ズ
重
商
主
義
論
』

進
す
る
社
会
層
は

「
商
業
資
本
家
」

で
は
な
く
、

（
河
野
）

る
。
こ
の
内
容
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
両
者
は
い
ず
れ
も
十
八

ilt

紀
の
重
鹿
主
義
が
本
格
的
な
、
本
来
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
味
は
商
業

、、

主
義
で
は
な
く
工
業
主
義
も
し
く
は
産
業
保
護
主
義
で
あ
り
、
そ
れ
を
推

「
初
期
産
業
資
本
家

る
小
林
昇
教
授
お
よ
び
大
塚
久
雄
教
授
の
見
解
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い

1
0
 

資
料
を
駆
使
し
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
興
味
あ
る
問
題
点
を
分
析

木
書
は
こ
う
い
う
視
角
か
ら
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
多
く
の

係
に
あ
る
と
す
る
。

義
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
本
来
の
」
ま
た
は
「
固
有
の
」
重
廊
主
義
と
見

本
書
で
扱
わ
れ
る
重
脱
主
義
は
、
右
の
二
つ
の
う
ち
の
主
と
し
て
後
者

の
側
面
、
つ
ま
り
経
済
政
策
と
し
て
の
璽
商
主
義
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に

ギ
リ
ス
に
比
較
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
産
業
の
劣
勢
、
英
仏
の
激
烈
な
競
争
関

つ
い
て
の
最
近
の
研
究
成
果
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
市
民
革
命
以
後
の
重
商
主
保
護
・
奨
励
す
る
貿
易
・
産
業
政
策
で
あ
り
、
そ
の
動
機
は
ま
さ
し
く
イ

義
」
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
味
は
「
初
期
産
業
資
本
」
を

ボ
レ
オ
ン
に
ひ
き
つ
が
れ
た
産
業
保
護
主
義
こ
そ
が

が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

革
命
の
直
前
に
は
じ
ま
り
、
革
命
に
よ
っ
て
本
格
的
と
な
り
、
さ
ら
に
ナ

正
当
で
綿
密
な
把
握
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
効
果
を
も
つ
こ
と

義
で
代
表
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
説
明
を
批
判
し
て
、
フ
ラ
ン
ス

る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
璽
商
主
義
を
市
民
革
命
以
前
の
コ
ル
ベ
ー
ル
主

だ
け
の
効
果
を
も
っ
た
か
を
測
定
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
そ
の
働
ら
き
か
け
|
|
経
済
政
策
|
—
が
ど
れ

で
あ
る
。

う
エ
合
で
、
要
す
る
に
対
象
と
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
事

実
の
側
面
に
つ
い
て
い
っ
て
も
、
重
商
主
義
は
事
実
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
事
実
に
つ
い
て
の
国
王
や
政
府
の
働
ら
き
か
け
を
問
題
に
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
果
し
て
そ
れ
が
前
提
と
す
る
事
実
が
客
観
的
に
ど
う
い
う

い
ず
れ
に
し
て
も
、
童
商
主
義
研
究
は
、
こ
の
二
つ
の
側
面
に
つ
い
て
の

連
続
す
る
も
の
で
あ
る
と
把
え
ら
れ
る
。
手
短
か
な
要
約
で
は
あ
る
が
、

、
、
、

小
林
1

1
大
塚
氏
の
見
解
の
強
調
点
は
、
少
く
と
も
こ
う
し
た
性
供
の
も
の

．
と
こ
ろ
で
、
吉
田
氏
の
見
解
は
、
右
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
の

重
商
主
義
論
を
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
も
認
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
帰
着
す

「
固
有
の
重
商
主

家
」
と
は
異
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
反
対
に
産
業
革
命
期
の
資
本
家
層
と

べ
て
い
る
か
と
思
う
と
、
国
王
の
政
策
や
国
家
論
が
介
入
し
て
く
る
と
い

層
」
で
あ
り
、

そ
の
か
ぎ
り
そ
れ
は
市
民
革
命
以
前
の
「
前
期
的
資
本
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で
も
、
市
民
革
命
を
転
機
と
し
て
璽
商
主
義
の
体
系
化
が
促
進
さ
れ
た
わ

は
、
コ
ル
ベ
ー
ル
の
時
代
で
は
な
く
、
革
命
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
こ
と
で

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
慈
味
か
ら
い
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
フ
ラ
ン
ス

け
で
あ
る
。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
は
革
命
前
の
政
策
、
と
く
に
コ
ル

が
奨
励
し
た
「
特
権
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
」
が
、
資
本
制
発
展
の
上

で
ま
っ
た
＜
否
定
的
な
意
味
し
か
も
た
な
か
っ
た
と
十
七
、
十
八
枇
紀
の

す
べ
て
の
時
期
に
つ
い
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
丁
度
、
そ

れ
は
明
治
の
初
期
に
お
け
る
小
野
組
、
三
井
な
ど
の
政
商
の
市
業
に
つ
い

て
、
そ
れ
は
「
本
来
の
資
本
関
係
に
立
脚
し
て
い
な
い
」
か
ら
、
資
本
主

義
と
認
め
が
た
い
と
い
う
に
ひ
と
し
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
は

充
分
に
展
開
し
た
査
本
主
義
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
封
建
制
の

ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
政
策
体
系
が
産
業
発
展
を
中
軸
と
し
て
整
備
さ
れ
る

あ
る
。
つ
ま
り
、
革
命
に
よ
っ
て
封
建
制
と
そ
の
上
部
構
造
が
解
体
さ
せ

体
と
し
て
産
業
的
発
展
を
目
指
し
、

そ
れ
が
体
系
的
に
整
備
さ
れ
る
の

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
固
有
の
重
商
主
義
」
は
、
革
命
期
お
よ
び
そ
れ

感
じ
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
著
者
の
努
力
は
報
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

以
後
の
保
護
主
義
の
な
か
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
い
う
著
者
の
主
張
に
つ

い
て
は
、
私
は
賛
成
す
る
点
も
あ
る
が
、
賛
成
で
き
な
い
点
も
も
っ
て
い

る
。
賛
成
す
る
点
か
ら
い
う
と
、
た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
政
策
が
全

迩
い
を
強
調
す
る
。
た
し
か
に
、
コ
ル
ベ
ー
ル
が
封
建
的
関
係
を
前
提
と

し
、
そ
の
上
で
彼
の
政
策
を
立
て
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

3

さ
ら
に
い

え
ば
、
彼
が
絶
対
王
政
の
王
室
財
政
を
強
化
す
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
こ

と
も
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
フ
ラ
ン

ス
の
産
業
や
貿
易
を
発
展
せ
し
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
ど
う
し
て
な
る
だ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
限
界
ー
ー
封
建
制
と
絶
対
王
政
に
固
有
の

ー
—
の
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
コ
ル
ベ
ー
ル

も
、
最
初
に
資
料
を
手
が
け
た
者
と
し
て
、
や
や
資
料
に
ひ
き
ず
ら
れ
た

立
脚
し
て
い
な
い
」
と
か
述
べ
る
こ
と
で
、

「
固
有
の
重
商
主
義
」
と
の

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
強
い
照
明
が
当
て
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
。
も
っ
と

「
制
度
的
•
生
産
力
的
段
階
を
異
に
す
る
」
と
か
「
本
来
の
資
本
関
係
に

ャ
プ
タ
ル
の
『
フ
ラ
ン
ス
産
業
論
』
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
見
て
も
、
著
者

コ
ル
ベ
ル
テ
ィ
ス
ム
は
重
商
主
義
で
は
な
い
と
は
い
っ
て
い
な
い
が
、

レ
オ
ン
の
「
大
陸
制
度
」
の
分
析
、
本
書
の
主
題
か
ら
や
や
そ
れ
る
が
シ

か
。
こ
こ
か
ら
、
私
の
賛
成
で
き
な
い
問
題
点
が
は
じ
ま
る
。
著
者
は
、

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
貿
易
政
策
の
解
明
、
ナ
ボ

関
西
大
学
『
経
済
論
集
』
第
十
二
巻
第
一
号

ベ
ル
テ
ィ
ス
ム
は
重
商
主
義
と
呼
ぶ
に
値
い
し
な
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う

1
0
 



I 03 

吉
田
静
一
著
『
フ
ラ
ン
ス
重
商
主
義
論
』

（
河
野
）

ら
の
も
と
め
、
そ
う
し
て
実
現
し
た
国
家
権
力
を
用
い
て
、

『
資
本
制

ー
ム
の
産
業
規
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
（
初
期
）
産
業
資
本
が
、
み
ず
か

「
大
陸
制
度
は
、
あ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ

第
二
点
は
、
著
者
の
い
う
「
固
有
の
重
商
主
義
」
の
果
し
た
客
観
的
役

の
立
入
っ
た
証
明
は
見
ら
れ
な
い
。

あ
る
こ
と
は
読
み
と
れ
る
が
、
し
か
し
政
策
主
体
が
「
初
期
産
業
資
本
」

で
、
次
の
点
に
移
ろ
う
。
そ
れ
は
冴
者
の

史
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
私
の
異
論
は
、
重

を
育
成
し
て
、

「
産
業
革
命
の
地
盤
形
成
」
を
策
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
、
と
い
う
点
に
か
か
わ
る
。
そ
の
第
一
点
は
、
い
わ
ゆ
る
重
商
主

義
を
遂
行
す
る
権
力
1
1
政
策
主
体
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
著
者
に
よ
る
と
、
例
え
ば
次
の
引
用
が
示
す
よ
う
に
、
重
商
主
義
の

主
体
は
「
初
期
産
業
資
本
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

力
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
直
ち
に
発
生
す
る
。
お
そ
ら
く
署
者
の
関
心

は
、
権
力
の
主
体
と
い
っ
た
点
に
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
の
採
用
し
た
政
策

の
体
制
が
客
観
的
に
資
本
主
義
発
展
を
促
進
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
点
に

で
あ
る
と
い
う
断
定
は
随
所
に
散
見
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と

割
1
1

歴
史
的
性
格
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
著
者
に
か
ぎ
ら
ず
小
林
・
大
塚

教
授
も
ス
ミ
ス
の
と
ら
え
た
重
商
主
義
が
「
本
来
の
重
商
主
義
」
で
あ
る

こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
限
定
づ
き
で

1
0
三

商
主
義
は
果
し
て
、
著
者
の
説
く
よ
う
に
、
「
初
期
産
業
資
本
」
が
自
己

る。

「
初
期
産
業
資
本
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
問
題
は
、
経
済
ヵ
、
ナ
ボ
レ
オ
ン
の
権
力
、
王
政
復
古
の
権
力
は
同
じ
よ
う
に
資
本
の
権

「
初
期
産
業
資
本
」
論
で
あ

で
、
こ
の
私
の
注
文
は
ま
と
が
は
ず
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ

も
っ
と
も
、
著
者
は
コ
ル
ベ
ル
テ
ィ
ス
ム
を
主
題
と
し
て
い
な
い
の

私
は
思
う
。

て
、
そ
の
相
迩
点
と
共
通
点
と
を
正
当
に
解
明
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と

コ
ル
ベ
ル
テ
ィ
ス
ム
も
、
フ
ラ
ン
ス
重
商
主
義
の
最
初
の
発
現
形
態
と
し

業
資
本
が
自
分
自
身
の
保
設
と
奨
励
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
概
念
的
に
も
お
か
し
い
ば
か
り
で
な
く
（
何
か
を

保
護
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
保
護
す
る
も
の
と
保
護
さ
れ
る
も
の
の
二
者

を
予
想
し
て
い
る
だ
ろ
う
）
、
手
厚
く
保
殿
さ
れ
な
け
れ
ば
一
人
立
ち
で

き
な
い
ほ
ど
弱
い
資
本
が
な
ぜ
権
力
を
握
り
え
た
の
か
、
ま
た
革
命
の
樅

も
し
、
そ
う
な
ら
軍
商
主
義
は
、
す
で
に
権
力
を
握
っ
た
（
初
期
）
産

な
か
で
、
そ
の
端
初
形
態
の
一
っ
と
し
て
理
解
さ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。

る
た
め
に
』
と
っ
た
手
段
で
あ
る
」

脈
絡
の
な
か
で
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
資
本
主
義
の
脈
絡
の

（
一
八
八
ペ
ー
ジ
）
。

的
生
産
様
式
へ
の
転
化
過
程
を
温
室
的
に
助
長
し
て
過
渡
期
を
短
縮
す

ピ---
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の
ス
ミ
ス
把
握
を
想
起
す
ぺ
き
で
あ
る
）
。

者
の
い
う
よ
う
に
一
定
の
文
脈
に
お
い
て
は
「
国
民
的
産
業
」
で
あ
ろ
う

が
あ
る
と
思
っ
。
す
べ
て
の
国
民
は
、
自
己
の
経
済
を
も
つ
権
利
が
あ
る

と
い
う
意
味
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
是
認
す
る
だ
け
で
は
、
マ
ル
ク
ス

の
い
う
「
一
般
的
平
凡
事
」
を
述
ぺ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

が
貫
徹
し
て
い
る
か
、
何
が
そ
れ
を
制
約
し
て
い
る
か
を
追
求
す
る
必
要

八
六
年
）
が
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
直
商
主
義
に
と
っ
て
の
闘
争
目
標
と

析
で
あ
っ
て
教
え
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
私
は
む
し
ろ
著
者
と
は
ち
が
っ

て
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
自
由
貿
易
的
基
調
が
か
な
り
強
力
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
に
印
象
を
う
け
た
。
イ
ー
デ
ン
条
約
に
し
て
も
、
英
仏
間
の

「
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
保
護
主
義
」

（
第
二
章
）
は
、
詳
細
な
分

が
、
し
か
し
「
国
民
的
」
で
あ
る
こ
と
の
な
か
に
、
い
か
な
る
私
的
利
害

な
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

「
初
期
産
業
資
本
」
は
、
署

こ
の
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー
の
彩
響
下
に
成
立
し
た
イ
ー
デ
ン
条
約
(
-
七

関
西
大
学
『
経
済
論
集
』
第
十
二
巻
第
一
号

義
」
と
ス
ミ
ス
の
立
脚
し
た
地
盤
が
同
じ
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ス
、
‘
‘

ス
は
批
判
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
批
判
し
た
と
か
、
「
本
来
の
重
商
主
義
」

、
、
、

に
お
け
る
商
人
的
要
素
は
ネ
グ
リ
ジ
グ
ル
で
あ
る
と
か
考
え
る
と
す
れ

ば
、
私
は
承
服
で
き
な
い
。
小
林
1

1

大
塚
両
氏
の
重
商
主
義
論
は
、
そ
う

い
う
傾
斜
を
も
っ
て
い
る
と
私
は
思
う
。
こ
れ
は
直
商
主
義
を
あ
ま
り
に

場
合
に
も
、
著
者
は
保
護
貿
易
や
「
大
陸
制
度
」
を
極
力
、
進
歩
的
な
意

ス
が
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
を
「
商
人
と
商
人
製
造
業
者
」
の
利
己
的
な
独

占
政
策
で
あ
る
と
し
て
つ
よ
く
排
撃
し
、
批
判
し
た
こ
と
の
積
極
的
な
意

味
を
つ
か
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
（
こ
の
点
で
、
内
田
義
彦
教
授

の
を
も
た
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
本
書
の
一
部
の
論
稿
に
つ
い
て
は
、
最

初
の
作
成
に
当
っ
て
私
が
い
く
ら
か
関
与
し
た
こ
と
と
、
い
ま
―
つ
は
多

く
の
問
題
が
著
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
開
拓
さ
れ
た
た
め
に
、
事
実
分
析

コ
ル
ベ
ル
テ
ィ
ス
ム
に
つ
い
て
は
、
前
に
ふ
れ
た
。
十
八
世
紀
に
お
け

る
重
商
主
義
の
理
論
家
と
し
て
、
著
者
は
フ
ォ
ル
ボ
ネ
の
な
か
に
「
固
有

の
重
商
主
義
」
を
見
て
お
り
、
他
方
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー

義
）
を
反
重
商
主
義
1

1

自
由
貿
易
論
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、

（
重
農
主

義
を
も
つ
も
の
と
し
て
弁
護
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
ス
ミ

を
し
る
す
こ
と
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

近
代
的
な
も
の
に
仕
立
て
あ
げ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
本
書
の

は
そ
の
ま
ま
受
取
る
以
外
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
若
干
の
印
象

私
も
賛
成
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を
ひ
き
伸
ば
し
て
「
本
来
の
重
商
主

本
書
で
展
開
さ
れ
る
個
々
の
分
析
に
つ
い
て
、
私
は
多
く
語
る
べ
き
も

1
0
四
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宣
戦
布
告
（
一
七
九
三
年
二
月
一
日
）
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
破
棄
が
議
題

と
な
り
、
一
ヵ
月
後
に
決
定
し
た
し
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
最
初
は
保

護
貿
易
論
者
と
し
て
登
場
し
た
グ
ダ
ー
ル
が
、
自
由
貿
易
論
に
突
如
と
し

た
「
転
向
」
す
る
と
い
っ
た
事
態
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
中
の
極
端
な

直，
保
護
主
義
や
、
ナ
ボ
レ
オ
ン
の
「
大
陸
封
鎖
」
は
、
た
だ
戦
時
の
緊
急
対
策

と
し
て
の
み
必
然
と
な
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
理
解
も
な
り
立
つ

よ
う
に
思
っ
。
こ
う
い
う
感
想
は
、
著
者
に
よ
っ
て
「
通
常
の
理
解
」
1
1

俗
説
と
し
て
シ
リ
ぞ
け
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
戦
時
中
の
貿

た
―
つ
の
事
実
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

「
自
由
貿
易
」
が
「
原
理

‘
的
主
張
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
形
の
「
保
股
主
義
」

も
ま
た
「
原
理
的
主
張
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

て
、
他
国
（
そ
し
て
自
分
自
身
と
も
ま
た
ー
）
と
巨
人
的
な
格
闘
を
演
じ

た
そ
の
軌
跡
を
な
が
め
る
感
じ
が
し
た
。
そ
れ
自
身
は
い
か
に
も
真
実
で

吉
田
静
一
著
『
フ
ラ
ン
ス
重
商
主
義
論
』

（
河
野
）

あ
る
巨
大
な
空
想
、
な
い
し
は
錯
覚
を
、
ナ
ボ
レ
オ
ン
の
仕
事
の
な
か
に

1
0
五

あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
と
歴
史
は
、
木
書
が
そ
の
一
端
を
示
し
て
い
る

さ
れ
た
こ
と
の
な
い
分
野
を
開
拓
し
た
点
で
大
き
な
功
績
を
も
つ
も
の
で

進
化
を
は
じ
め
た
巨
大
な
国
民
経
済
が
、
そ
の
力
と
自
信
に
み
ち
あ
ふ
れ
が
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
特
定
の
時
期
だ
け
を
問
題
に
し
て
き
た
の
に

し
た
関
心
も
注
意
を
ひ
く
が
、
こ
の
時
代
の
全
体
を
通
じ
て
私
は
近
代
的

カ
の
こ
も
っ
た
部
分
で
あ
り
、
興
味
ぶ
か
い
。
ナ
ボ
レ
オ
ン
が
産
業
に
示

ナ
ボ
レ
オ
ン
時
代
の
経
済
政
策
を
分
析
し
た
第
三
章
は
、
木
書
で
最
も

四

よ
う
に
関
連
す
る
の
か
。
こ
の
点
を
著
者
に
た
だ
し
た
い
と
思
っ
た
。

わ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
著
者
の
立
論
全
体
と
ど
の

易
杜
絶
1
1
封
鎖
が
「
国
民
的
産
業
」
の
振
興
に
寄
与
し
な
い
こ
と
も
、
ま

こ
れ
に
比
較
す
る
と
、
著
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
た
シ
ャ
プ

タ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
産
業
論
は
、
経
済
史
的
な
点
で
興
味
を
ひ
く
け
れ
ど

も
、
い
か
に
も
行
政
技
術
論
的
な
視
野
の
せ
ま
さ
が
あ
る
と
思
っ
た
。
シ

p
 

ャ
プ
タ
ル
に
よ
る
と
、
「
関
税
に
関
し
て
は
一
般
的
原
則
は
な
い
。
い
っ

1
,
 

さ
い
は
状
況
に
、
産
業
の
比
較
状
態
に
、
消
費
者
の
需
要
に
関
係
す
る
」

（
ニ
ニ
八
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
主
張
は
正
し
い
し
、
事
実
に
お
い
て
も
立
証

さ
れ
る
と
思
う
が
、
も
し
問
題
が
こ
の
点
に
の
み
帰
着
す
る
な
ら
、
関
税

ー論
争
は
そ
の
時
々
の
状
況
判
断
の
問
題
で
あ
っ
て
、
原
理
や
原
則
に
か
か

以
上
、
本
書
に
た
い
し
て
率
直
な
批
判
点
と
未
熟
な
感
想
を
述
べ
て
き

た
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
経
済
史
お
よ
び
思
想
史
の
研
究

対
し
て
、
木
書
は
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
、
し
か
も
こ
れ
ま
で
深
く
問
題
と

見
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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序

章
〔

一

〕

〔

二

〕

第
一
章

〔

一

〕

〔

二

〕

〔

三

〕

〔

四

〕

お
わ
り
に
本
書
の
目
次
を
か
か
げ
て
お
こ
う
。
読
者
が
み
ず
か
ら
本
書

は
、
著
者
に
よ
る
と
、
ま
さ
し
く
市
民
革
命
に
そ
の
出
発
点
を
も
つ
も
の

そ
れ
と
と
も
に
、
木
書
は
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
革
命
を
最
終
の
到
達
点
で

関
西
大
学
『
経
済
論
集
』
第
十
二
巻
第
一
号

の
で
あ
る
。

あ
る
か
の
ご
と
く
扱
っ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
動
向
に
た
い
し
て
、
新

し
い
研
究
視
角
を
開
い
た
点
で
も
評
価
さ
れ
る
。
「
固
有
の
重
商
主
義
」

だ
か
ら
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
著
者
の
問
題
整
理
の
仕
方

に
は
異
論
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
点
を
も
ふ
く
め
て
著
者
の

今
後
の
検
討
に
ま
つ
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

を
検
討
さ
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
璽
商
主
義
論
の
再
構
成

フ
ラ
ン
ス
重
商
主
義
を
め
ぐ
る
問
題

コ
ル
ベ
ル
テ
ィ
ス
ム
の
史
的
位
置

フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー
と
初
期
産
業
資
本

問
題
の
所
在

ケ
ネ
ー
の
コ
ル
ベ
ル
テ
ィ
ス
ム
批
判

「
穀
物
取
引
の
自
由
」
と
初
期
産
業
資
本

革
命
前
の
自
由
貿
易
と
国
民
的
産
業

よ
う
に
、
今
後
な
お
一
層
ふ
か
く
探
求
さ
れ
る
だ
け
の
値
う
ち
を
も
つ
も

第
二
章

〔

一

〕

〔

二

〕

〔

三

〕

第
三
章

〔

一

〕

〔

二

〕

〔

三

〕

〔

四

〕

第
四
章

〔

一

〕

〔

二

〕

ヽ

〔

三

〕

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
保
護
主
義

問
題
の
輪
郭

保
護
政
策
の
展
開

「
大
陸
制
度
」
へ
の
展
望

い
わ
ゆ
る
「
大
陸
制
度
」
の
歴
史
的
意
義

問
題
視
角

「
大
陸
制
度
」
成
立
の
歴
史
的
前
提

「
大
陸
制
度
」
の
形
式
と
展
開

「
大
陸
制
度
」
の
歴
史
的
意
義

十
九
世
紀
初
頭
の
保
護
主
義
論

産
業
の
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
革
命
の
意
義

保
護
主
義
論

産
業
革
命
前
夜
に
お
け
る
国
家
と
経
済

1
0
六




