
ll 2 I 

本
書
は
著
者
が
、
最
近
数
年
の
間
に
発
表
し
た
諸
論
文
を
収
録
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
の
主
題
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
が
、
7

そ
の
考
え
方
の
基
調
に
は
一
貫
し
た
も
の
が
あ
る
L

（序一

頁
）
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
論
文
集
に
つ
け
ら
れ
た
総
括
的
表
題
か
ら
、

ま
た
著
者
自
身
が
序
の
中
で
語
っ
て
い
る
言
葉
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

7

そ

れ
ぞ
れ
の
取
扱
っ
た
対
象
は
、
大
部
分
が
直
接
経
済
に
関
す
る
も
の
で
は

言
っ
て
い
る
（
序
一
ー
ニ
頁
）
。
故
に
こ
の
書
の
共
通
の
課
題
は
、
経
済

社
会
学
あ
る
い
は
産
業
社
会
学
の
研
究
で
あ
る
。
経
済
社
会
学
お
よ
び
産

経
済
と
社
会
生
活

産
業
社
会
学
試
論
（
加
藤
）

あ
る
が
、
そ
の
取
扱
い
方
は
あ
く
ま
で
も
社
会
学
的
で
あ
る
ご
と
著
者
は

渡

植

彦

太

郎

著

『
経
済
と
社
会
生
活

書

評

七

ー
産
業
社
会
学
試
論
|
|
』

業
社
会
学
な
る
語
は
、
今
日
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
学

と
し
て
の
意
義
は
ま
だ
一
義
的
に
確
定
し
て
い
な
い
。
人
々
は
各
自
の
立

こ
の
書
は
序
と
九
篇
の
論
文
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
経
済

と
社
会
生
活
ー
ー
経
済
生
活
の
社
会
学
—
ー
、
二
経
済
的
欲
求
に
つ
い

て
、
三

私
的
所
有
と
経
済
価
値
、
四

的
分
析
ー
ー
、
五

1
0
九

交
換
の
原
理
ー
ー
そ
の
社
会
学

大
企
業
の
社
会
学
、
六
経
営
者
の
新
し
い
役
割
、

ヴ
ェ
プ
レ
ン
に
つ
い
て
ー
ー
技
術
者
革
命
を
中
心
と
し
て
ー
|
‘
八

マ
ル
ク
ス
主
義
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
、
九
環
境
の
理
論
で
あ

れ
る
こ
と
に
し
て
、
先
ず
こ
の
書
の
内
容
を
一
覧
し
よ
う
。

こ
の
種
の
学
の
研
究
や
そ
の
理
解
の
困
難
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
後
に
触

場
か
ら
、
種
々
の
経
済
社
会
学
や
産
業
社
会
学
を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
に

加

藤

由

治

郎
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先
ず
第
一
の
論
文
を
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

民
社
会
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
逆
に
一
般
社
会
生
活
を
規
定
し
、
支
配

に
し
て
一
般
社
会
生
活
か
ら
機
能
的
に
独
立
し
た
経
済
生
活
は
、
近
代
市

諸
論
文
を
検
討
し
た
後
に
、
問
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
前
に

能
的
に
独
立
す
る
領
域
L

を
形
成
す
る
に
至
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う

学
的
論
文
と
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
研
究
、
す
な
わ
ち
著
者
に
お
け
る
経

済
社
会
学
と
産
業
社
会
学
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
は
、
こ
れ
ら
の

化
L

を
も
た
ら
し
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
経
済
活
動
が
分
化
し
、
7

機

っ
て
生
産
能
力
を
著
し
く
増
大
し
た
が
、
分
業
は
生
産
に
お
け
る
「
専
業

限
に
よ
り
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
か
く
し
て
こ
の
書
の

中
核
を
な
す
の
は
、
三
つ
の
経
済
社
会
学
的
論
文
と
、
二
つ
の
産
業
社
会

品
生
産
L

に
転
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
商
品
の
生
産
は
、
分
業
に
よ

消
費
か
ら
離
れ
て
、
社
会
一
般
の
人
々
の
た
め
の
生
産
、
す
な
わ
ち
7

商

に
、
主
題
も
異
な
り
、
発
表
の
時
期
も
大
分
前
に
な
る
の
で
、
紙
数
の
制

て
、
こ
の
書
の
思
想
的
基
盤
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
の
二
つ
、
す

な
わ
ち
第
七
、
第
八
の
論
文
は
、
序
の
中
で
著
者
が
言
っ
て
い
る
よ
う

ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
こ
と
が
経
済
活
動
そ
の
も
の
の
質
的
変
化
を
も
た

ら
し
た
。
そ
れ
は
経
済
活
動
が
、
生
産
者
自
身
ま
た
は
特
定
の
第
三
者
の

活
動
が
市
民
階
級
の
手
で
営
ま
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
長
足
の
進
歩
を
し
た

っ
て
、
最
も
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
論
文
を
読
む
に
よ
っ

で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
プ
レ
ン
の
思
想
は
、
著
者
の
経
済
社
会
学
の
研
究
に
と

研
究
と
言
え
る
。
第
七
の
論
文
は
、
ヴ
ェ
プ
レ
ン
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の

た
現
代
の
状
況
を
叙
述
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
前
近
代
社
会
で

は
、
経
済
活
動
は
一
般
社
会
生
活
の
部
分
活
動
で
し
か
な
く
、
そ
の
一
般

社
会
生
活
は
宗
教
の
支
配
の
下
に
立
っ
て
い
た
。
近
世
に
な
っ
て
、
経
済

る
問
題
を
、
社
会
学
的
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
産
業
社
会
学
の

経
済
生
活
が
、
他
の
一
般
社
会
生
活
を
支
配
し
、
抑
圧
す
る
よ
う
に
な
っ

す
る
研
究
で
あ
る
。
第
五
と
第
六
の
論
文
は
、
企
業
お
よ
び
経
営
に
関
す

を
、
社
会
学
の
立
場
か
ら
分
析
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
経
済
社
会
学
に
属

開
西
大
學

3
紅
演
論
集
L

第
一
四
巻
第
五
号

る
。
第
一
の
論
文
は
、
そ
の
論
題
と
こ
の
書
の
表
題
と
の
関
連
か
ら
分
る

で
き
る
。

9

第
二
か
ら
第
四
ま
で
の
三
つ
の
論
文
は
、
経
済
学
の
基
本
概
念

よ
う
に
、
こ
の
書
の
全
体
の
序
論
の
位
置
を
占
め
る
も
の
と
見
る
こ
と
が

と
い
う
主
題
の
下
に
、
経
済
生
活
が
近
世
に
な
っ
て
、
一
般
社
会
生
活
か

ら
分
離
し
て
、
独
立
の
領
域
を
も
つ
に
至
っ
た
経
過
と
、
こ
の
独
立
し
た

最
初
の
論
文
は
、
「
経
済
と
社
会
生
活
ー
経
済
生
活
の
社
会
学
ー
ー
'
L

―1
0
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経
済
と
社
会
生
活

し
、
そ
れ
を
引
き
づ
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
現
代
の
資
本

主
義
体
制
の
下
で
は
、
経
済
活
動
が
社
会
生
活
の
す
み
ず
み
ま
で
侵
入

し
、
そ
れ
を
傷
つ
け
、
そ
こ
な
っ
て
い
る
と
言
え
る

(
-
l
―
二
頁
）
。

し
か
し
一
般
社
会
生
活
が
経
済
活
動
に
よ
っ
て
一
方
的
に
リ
ー
ド
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
対
す
る
具
体
的
事
例
を
示
さ
な
け
れ

ば
、
単
に
抽
象
的
な
一
般
的
提
言
に
止
ま
る
。
．
そ
こ
で
著
者
は
、
合
理

性
、
価
値
評
価
、
お
よ
び
自
由
の
三
つ
の
事
項
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
一
般
的
命
題
を
具
体
的
に
論
証
し
て
い
る
。
先
ず
経
済
活
動
を

導
く
合
理
性
は
、
7

収
支
計
算
L

に
お
い
て
示
さ
れ
る
合
理
性
で
あ
る
が
、

こ
の
収
支
計
算
的
な
、
従
っ
て
金
銭
の
所
有
関
係
を
媒
介
と
す
る
経
済
的

合
理
性
が
、
合
理
性
の
名
の
も
と
に
、
一
般
社
会
生
活
を
支
配
し
て
い

る
。
そ
れ
と
と
も
に
資
本
主
義
体
制
下
で
は
、
貨
幣
的
、
経
済
的
評
価

が
、
商
品
を
媒
介
と
す
る
に
よ
っ
て
、
一
般
社
会
生
活
に
お
け
る
価
値
評

価
を
決
定
し
て
い
る
。
ま
た
経
済
的
自
由
は
、
私
有
財
産
の
所
有
に
よ
っ

て
裏
付
け
ら
れ
た
「
有
限
責
任
的
自
由
」
で
あ
る
が
、
か
か
る
経
済
的
自

は
説
い
て
い
る
(
-
三
ー
三

0
頁
）
。
こ
の
場
合
注
意
す
ぺ
き
は
、
著
者

が
こ
の
論
述
に
お
い
て
、
「
商
品
の
生
産
L

と
「
私
有
財
産
の
所
有
L

と

を
、
経
済
生
活
の
基
本
的
な
前
提
条
件
と
し
て
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ

産
業
社
会
学
試
論
（
加
藤
）

り
、
社
会
的
環
境
に
影
響
さ
れ
て
大
き
な
変
化
を
蒙
む
る
。
そ
し
て
こ
の

由
が
、
自
由
一
般
を
専
制
し
て
い
る
の
が
、
現
代
の
状
況
で
あ
る
と
著
者
与
件
で
あ
る
私
有
財
産
制
度
と
結
び
つ
け
て
分
析
し
て
い
る
。
生
物
的
個

的
欲
求
を
与
件
と
し
て
固
定
化
す
る
経
済
理
論
に
反
対
し
、
そ
れ
を
他
の

と
し
て
括
弧
に
入
れ
た
上
、
精
密
な
理
論
を
構
成
す
る
が
、
経
済
社
会
学

的
、
社
会
的
条
件
を
与
件
と
し
て
前
提
し
、
そ
れ
ら
を
変
化
し
な
い
も
の

る
。
こ
れ
は
そ
れ
以
下
の
論
文
で
な
さ
れ
た
経
済
社
会
学
的
研
究
に
と
っ

て
、
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
第
一
の
論
文
は
、
こ
の
書

の
序
論
と
し
て
の
役
目
を
果
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
な
お
、
後
に

検
討
さ
れ
る
問
題
が
残
っ
て
い
る
。

第
二
か
ら
第
四
ま
で
の
論
文
は
、
い
ず
れ
も
経
済
学
の
基
本
概
念
を
、

社
会
学
的
見
地
か
ら
反
省
し
た
も
の
で
あ
る
。
経
済
学
は
一
定
の
自
然

は
与
件
そ
の
も
の
を
分
析
す
る
に
よ
っ
て
、
経
済
学
を
批
判
し
、
そ
の
理

論
を
補
正
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
三
つ
の
論
文
は
、

か
か
る
意
味
で
の
経
済
社
会
学
の
研
究
で
あ
る
。

「
経
済
的
欲
求
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
著
者
は
経
済

体
と
し
て
の
人
間
の
欲
求
は
、
生
理
的
欲
求
と
し
て
9

あ
ま
り
変
化
を
示

さ
な
い
が
、
経
済
的
欲
求
は
、
そ
れ
が
社
会
的
人
間
の
欲
求
で
あ
る
限

-―--- - -―---~'-----ヽ_,___ :__—---~---、---~---—-"-~------- -~--------
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だ
け
の
欲
求
L

に
低
下
す
る
が
、
か
か
る
経
済
体
制
の
下
で
は
、
社
会
全

心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
経
済
価
値
の
理
論
を
批
判

の
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
価
値
の
理
論
が
、
従
来
の
経
済
理
論
の
中

が
、
そ
の
価
格
が
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
を
問
う
の
が
、
経
済
価
値

さ
て
商
品
は
一
定
の
比
率
、
す
な
わ
ち
価
格
を
通
じ
て
交
換
さ
れ
る

と
は
私
的
所
有
の
対
象
で
あ
る
L

と
い
う
命
題
が
立
て
ら
れ
る
。
ゆ
え
に

働
力
し
か
も
っ
て
い
な
い
（
三
三
ー
四
四
頁
）
。

豊
か
な
人
々
の
た
め
に
必
要
な
財
貨
を
生
産
せ
ね
ば
、
金
銭
上
の
利
得
を

す
る
社
会
体
制
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
社
会
体
制
に
お
い
て
、
資
本
家
階

ば
、
資
本
主
義
体
制
下
で
は
、
経
済
的
欲
求
を
充
足
す
る
に
は
、
そ
れ
に

隅
西
大
學
二
社
清
論
集
』
第
、
一
四
巻
第
五
号

つ
の
は
、
r
私
有
財
産
の
所
有
L

で
あ
る
と
著
者
は
考
え
る
。

な
ぜ
な
れ

対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
、
自
己
の
所
有
す
る
も
の
の
一
部
を
提
供
せ
ね

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
資
本
主
義
体
制
は
私
有
財
産
の
所
有
を
保
証

級
は
私
有
財
産
の
所
有
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
労
働
者
階
級
は
、
そ
の
経

済
的
欲
求
を
充
足
す
る
た
め
に
提
供
し
う
る
も
の
と
し
て
は
、
彼
ら
の
労
‘

と
こ
ろ
で
資
本
家
階
級
を
駆
っ
て
企
業
的
経
済
活
動
に
お
も
む
か
し
め

る
も
の
は
利
潤
の
追
求
で
あ
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
利
潤
追
求
の
欲
求

は
7

私
有
財
産
増
大
の
欲
求
L

に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
欲
求
は
、

本
来
の
経
済
的
欲
求
を
超
え
て
、
無
限
に
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
資
本
家
階
級
の
経
済
的
欲
求
が
、
私
有
財
産
増
大
の
欲
求
に
転
化
す

る
に
対
し
て
、
賃
金
労
働
者
の
経
済
的
欲
求
は
、
7

労
働
力
再
生
産
の
た
め

体
の
経
済
的
欲
求
を
充
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な

事
態
が
蔽
い
か
く
さ
れ
て
い
る
の
は
、
従
来
の
経
済
理
論
が
、
経
済
的
欲

求
を
つ
ね
に
同
質
の
も
の
と
考
え
、
そ
れ
を
さ
ら
に
分
析
し
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
と
著
者
は
論
じ
て
い
る
（
四
五
ー
五
二
頁
）
。

「
私
的
所
有
と
経
済
価
値
L

に
お
い
て
、
著
者
が
企
図
し
た
の
は
、
経

済
価
値
の
理
論
の
、
経
済
社
会
学
的
批
判
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
彼
は
、
商

品
を
媒
介
と
し
て
、
私
的
所
有
と
経
済
価
値
と
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
逐
行
し
た
。
資
本
主
義
経
済
体
制
の
下
で
は
、
財
貨
は
つ
ね
に
商
品
と

し
て
生
産
さ
れ
る
。
生
産
さ
れ
た
商
品
は
販
売
さ
れ
る
が
、
商
品
を
入
手

す
る
に
は
、
金
銭
上
の
反
対
給
付
を
提
供
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
生

産
者
は
、
金
銭
上
の
支
払
能
力
の
乏
し
い
人
々
の
た
め
よ
り
も
、
そ
れ
の

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
く
て
商
品
の
生
産
と
流
通
は
、
私
的
所
有

の
対
象
と
な
る
も
の
の
生
産
と
流
通
に
外
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
7

商
品

資
本
主
義
経
済
機
構
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
問
題
は
、
私
的
所
有
で
あ
る

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
資
本
主
義
の
経
済
理
論
は
、
い
ず
れ

も
こ
の
重
要
な
問
題
を
忘
れ
て
い
る
と
著
者
は
言
う
（
五
九
ー
六
七
頁
）
。

社
会
的
環
境
の
う
ち
、
経
済
的
欲
求
に
対
し
て
、
最
も
重
要
な
意
義
を
も
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し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
商
品
が
私
的
所
有
の
対
象
で
あ
り
、
商
品

の
交
換
が
私
的
所
有
の
交
換
に
外
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
経
済
価
値
の
理

論
は
、
私
的
所
有
の
問
題
を
お
い
て
あ
り
え
な
い
。
し
か
る
に
客
観
的
な

労
働
価
値
説
も
、
主
観
的
な
効
用
価
値
説
も
、
何
れ
も
経
済
価
値
と
私
的

済
価
値
と
の
結
び
つ
き
を
無
視
す
る
こ
と
が
、
結
局
、
私
的
所
有
の
永
遠

性
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
著
者
は
主
張
し
て
い
る
（
六
九
ー
八

0
頁）。

7

交
換
の
原
理
ー
—
そ
の
社
会
学
的
分
析
I
L

に
お
い
て
、
著
者
は

交
換
の
原
理
を
分
析
す
る
に
よ
っ
て
、
商
品
の
交
換
が
、
交
換
の
す
べ
て

で
な
い
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
タ
イ
プ
の
交
換
の
無
制
限
の
支
配

が
、
現
代
社
会
の
危
機
を
も
た
ら
し
た
原
因
の
一
っ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
体
制
下
で
は
、
財
貨
は
す
べ
て

商
品
の
交
換
を
前
提
と
し
て
生
産
さ
れ
る
。
そ
し
て
従
来
の
経
済
理
論

は
、
こ
の
資
本
主
義
的
交
換
を
、
交
換
の
唯
一
の
仕
方
と
考
え
、
資
本
主

い
る
。
し
か
る
に
前
近
代
的
社
会
で
は
、
商
品
的
交
換
と
は
異
な
る
交
換

経
済
と
社
会
生
活

産
業
社
会
学
試
論
（
加
藤
）

補
的
交
換
L

と
函
阻
答
的
交
換
L

を
あ
げ
て
い
る
。
相
補
的
交
換
と
は
、

が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
か
か
る
前
近
代
的
交
換
と
し
て
、
著
者
は
盈
釦

「
大
企
業
の
社
会
学
」
と
題
す
る
論
文
は
、
現
代
の
大
企
業
体
に
関
す

四

義
成
立
以
前
の
社
会
の
中
に
も
、
こ
の
種
の
交
換
を
読
み
込
も
う
と
し
て

る
（
八
五
-
1
0
七
頁
）
。

か
り
で
な
く
、
こ
の
タ
イ
プ
の
交
換
は
、
友
人
関
係
や
家
族
集
団
の
中
に

的
交
換
に
よ
っ
て
は
、
真
の
生
活
向
上
の
た
め
の
必
要
が
抑
圧
さ
れ
る
ば

経
済
学
の
根
本
的
欠
陥
が
存
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
私
的
所
有
と
経

所
有
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
全
然
無
自
覚
で
あ
る
。
こ
こ
に
資
本
主
義

て
ゆ
く
た
め
に
、
各
人
が
お
互
に
用
役
を
提
供
し
合
い
、
助
け
合
う
と
い
う

意
味
の
交
換
で
あ
る
。
ま
た
贈
答
的
交
換
は
、
自
己
の
所
有
す
る
も
の
、

あ
る
い
は
自
己
の
用
役
を
、
愛
情
ま
た
は
好
意
の
表
現
と
し
て
、
相
手
方

に
提
供
し
、
そ
れ
と
引
換
え
に
、
相
手
方
か
ら
受
取
る
場
合
の
交
換
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
交
換
は
、
商
品
的
交
換
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
か

か
る
前
近
代
的
な
交
換
は
、
資
本
主
義
社
会
の
中
に
も
残
存
し
、
家
族
や

夫
婦
間
や
親
し
い
友
人
の
間
な
ど
に
見
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
資
本
主
義

体
制
下
で
は
、
商
品
の
媒
介
な
し
に
は
、
生
産
も
消
費
も
行
わ
れ
え
な
い

た
め
、
商
品
の
交
換
が
社
会
生
活
を
全
面
的
に
支
配
し
て
い
る
。
そ
し
て

資
本
主
義
的
交
換
の
支
配
す
る
社
会
は
、
私
的
所
有
の
増
大
を
唯

l

の
目

標
と
す
る
企
業
者
の
ペ
ー
ス
に
よ
っ
て
運
行
ざ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
商
品

侵
入
し
、
こ
れ
ら
の
人
間
関
係
を
そ
こ
な
っ
て
い
る
と
著
者
は
説
い
て
い

~ 

個
人
が
私
的
所
有
物
を
交
換
す
る
の
で
は
な
く
、
共
同
体
の
生
活
を
支
え

-~~-.. -・・・. -・ 一・-.. -一一．—-一・.. ~-· 一---・-・---・----・・--・・ ー・•一- - --・ ・・---・ 一ー.·--···--------·--• 
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は
現
代
の
大
企
業
体
を
あ
げ
て
い
る
(
-
―
-
|
―
二
三
頁
）
。

の
転
向
と
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
は
大
企
業
の
集
団
性
格
が
、
単
な
る
社
会
ミ

へ
の
適
合
に
困
難
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
事
例
と
し
て
、
著
者

い
る
。
従
っ
て
現
代
の
人
々
は
、
多
数
の
社
会
ミ
リ
ウ
に
係
わ
り
、
そ
れ

が
そ
の
中
で
形
成
さ
れ
る
社
会
構
造
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
が
、
こ
れ

も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
集
団
は
、
機
能
集
団
と
し
て
、
人
間
の
心
理

心
理
学
的
考
察
か
ら
始
め
て
い
る
。
個
人
の
心
理
は
社
会
環
境
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
が
、
、
こ
の
社
会
環
境
に
二
つ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
る
。
一
は

7

社
会
構
造
」
と
し
て
の
社
会
環
境
で
あ
っ
て
、
国
民
や
家
族
の
よ
う

に
、
個
人
の
心
理
が
そ
の
中
で
形
成
さ
れ
る
「
場
L

と
し
て
の
環
境
で
あ

る
。
他
は
7

社
会
ミ
リ
ウ
L

と
し
て
の
社
会
環
境
で
あ
っ
て
、
学
校
や
組

合
の
ご
と
く
、
個
人
の
心
理
が
そ
の
中
へ
入
込
む
場
合
、
そ
れ
へ
の
適
合

に
、
何
ら
か
の
困
難
を
経
験
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
社
会
構
造

と
社
会
、
ミ
リ
ウ
と
の
区
別
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

と
の
区
別
に
対
応
す
る
と
、
著
者
は
解
す
る
。
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、

定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
合
理
的
に
組
織
さ
れ
た
集
団
で
あ
っ

て
、
そ
れ
に
所
属
す
る
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
の
生
活
の
根
拠
を
別
の
場
所
に

に
適
合
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
社
会
｀
ミ
リ
ウ
で
あ
る
。
現
代
の
社
会
は
、

か
か
る
合
理
的
に
組
織
さ
れ
た
無
数
の
社
会
ミ
リ
ウ
を
そ
の
中
に
含
ん
で

持
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
他
方
従
業
員
は
、
そ
の
生
活
の
全
部
を
あ

団
と
し
て
の
性
格
も
大
き
く
変
化
し
た
。
大
企
業
は
も
は
や
、
単
に
ゲ
ゼ

ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
機
能
集
団
で
は
な
く
、
同
時
に
経
済
共
同
体
の
側
面
を

あ
る
。
こ
の
変
化
を
著
者
は
7

仕
事
の
組
織
L

か
ら
7

人
間
の
組
織
L

へ

賃
金
や
俸
給
を
支
給
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
生
活
を
全
面
的
に
支

た
。
企
業
は
本
来
、
経
済
的
利
益
の
獲
得
と
い
う
単
一
な
目
的
の
た
め
に

る
、
産
業
社
会
学
的
研
究
で
あ
る
。
こ
の
研
究
を
著
者
は
、

闊
西
大
學
二
社
済
論
集
lb

第
一
四
巻
第
五
号

―
つ
の
社
会

る
。
こ
の
集
団
に
は
多
数
の
従
業
員
が
所
属
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
に

生
活
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
生
活
の
本
拠
は

別
の
所
に
存
し
て
い
る
。
し
か
る
に
著
者
に
よ
れ
ば
、
最
近
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
企
業
の
巨
大
化
は
、
企
業
の
集
団
と
し
て
の
性
格
を
変
革
せ
し
め

組
織
さ
れ
た
機
能
集
団
で
あ
る
が
、
企
業
の
規
模
の
巨
大
化
の
結
果
、
そ

の
目
的
は
複
合
的
と
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
企
業
は
、
単
に
従
業
員
に

げ
て
企
業
に
所
属
し
、
む
し
ろ
企
業
の
中
に
生
き
る
と
言
え
る
。
ま
た
企

業
体
の
長
期
維
持
や
社
会
的
責
任
の
遂
行
が
、
企
業
の
主
要
な
目
的
と
な

る
。
こ
の
よ
う
に
大
企
業
の
目
的
が
複
合
的
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
集

も
っ
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
集
団
と
な
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
社
会

学
の
類
型
に
よ
っ
て
は
律
し
が
た
い
新
し
い
類
型
の
「
第
三
次
集
団
L

で

企
業
は
合
理
的
に
組
織
さ
れ
た
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
機
能
集
団
で
あ

―
一
四
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リ
ウ
か
ら
社
会
構
造
へ
転
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
提
言
を
裏
付

ト
、
リ
ー
ス
マ
ン
、
ミ
ル
ズ
ら
の
所
説
を
引
用
し
、
彼
ら
の
言
う
「
オ
ー

ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
マ
ン
L

や、
7

孤
独
な
群
衆
L

ゃ
‘
？
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
」

社
会
性
格
を
育
成
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
(
―
二
五

7

経
営
者
の
新
し
い
役
割
」
c
こ
の
論
文
が
目
ざ
し
た
の
は
、
わ
が
国
の

大
企
業
に
お
け
る
経
営
者
の
新
し
い
役
割
で
あ
る
が
、
こ
の
役
割
の
原
型

を
、
著
者
は
ア
メ
リ
カ
の
大
企
業
に
見
出
し
、
ア
メ
リ
カ
の
経
営
者
の
役

割
が
、
い
か
に
し
て
わ
が
国
に
導
入
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
考
察
し
て

い
る
。
著
者
は
ま
ず
、
経
営
者
が
新
し
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、

彼
ら
が
企
業
の
中
で
新
し
い
ス
テ
ー
タ
ス
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
と
考
え
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
経
営
者
に
新
し
い
地
位
を
所
有
せ

し
め
た
原
因
と
し
て
、
三
つ
の
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
は
経
営
者
と

資
本
家
と
の
分
離
で
あ
り
、
第
二
は
企
業
の
巨
大
化
に
と
も
な
う
内
部
組

織
の
変
革
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
前
二
者
と
関
連
す
る
が
、
企
業
体
の

と
で
あ
る
(
-
五
一
ー
一
五
七
頁
）
。

経
済
と
社
会
生
活

産
業
社
会
学
試
論
（
加
藤
）

集
団
と
し
て
の
性
格
が
、
第
二
次
集
団
か
ら
第
三
次
集
団
へ
転
化
し
た
こ

―
―
五

化
を
で
き
る
だ
け
保
存
し
つ
つ
、
西
欧
文
化
か
ら
必
要
な
部
分
だ
け
を
採

と
こ
ろ
で
著
者
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
か
か
る
経
営
者
の
新
し
い
役

七
ー
一
六
一
頁
）
。

—
―
四
六
頁
）
。

は
、
現
代
の
人
々
が
、
社
会
構
造
に
転
化
し
た
大
企
業
に
よ
っ
て
、
そ
の

か
く
し
て
新
し
い
ス
テ
ー
タ
ス
を
獲
得
し
た
ア
メ
リ
カ
の
経
営
者
は
、

そ
の
地
位
に
呼
応
す
る
新
し
い
役
割
を
果
た
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ

を
顧
み
る
に
よ
っ
て
、
経
営
者
の
主
要
な
役
割
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

経
営
者
の
権
能
の
分
散
化
や
、
経
営
層
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
人

間
関
係
や
、
機
能
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
な
ど
に
関
し
て
で
あ
る
（
一
五

割
が
、
い
か
に
し
て
わ
が
国
の
大
企
業
に
導
入
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
こ
の
場
合
障
碍
と
な
る
の
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
7

経
済
機
構

の
二
重
構
造
L

で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
二
重
構
造
の
根
底
に
、
わ
が
国

の
7

社
会
的
風
土
の
二
重
性
L

を
見
出
す
と
と
も
に
、
こ
の
文
化
の
二
重

性
は
、
明
治
開
国
以
来
の
外
国
文
化
の
受
容
の
方
式
、
す
な
わ
ち
在
来
文

り
入
れ
る
と
い
う
、
言
わ
ば
間
に
合
わ
せ
の
方
式
に
由
来
す
る
と
説
い
て

い
る
。
か
く
し
て
わ
が
国
の
文
化
の
二
重
性
は
、
明
治
以
来
百
年
の
歴
史

を
背
負
っ
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
大
企
業
の
経
営
者
が
、
新
し
い
役
割
を

ッ
カ
ー
、
バ
ー
ナ
ー
ド
、
フ
ォ
レ
ッ
ト
の
三
人
を
え
ら
び
、
彼
ら
の
見
解

た
見
解
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
著
者
は
、
ド
ラ

い
て
ア
メ
リ
カ
の
経
営
学
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
す
ぐ
れ

け
る
た
め
に
著
者
は
、
ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
社
会
学
者
で
あ
る
、
ホ
ワ
イ

― ___ __: ___~ —• _.:____._,~--- -- - --- . __  ,,,..:J~,-ヽ血l\'11咄＇



528 

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
主
義
体
制
に
お
け
る
商
品
の
交
換
は
二
小

一
方
的
に
相
手
方
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
も

主
義
批
判
で
あ
る
（
一
七
九
—

1

八
五
頁
）
。

生
産
機
構
を
支
配
す
る
に
至
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス

や
が
て
行
き
詰
ま
り
を
来
た
し
、
技
術
者
が
資
本
家
に
代
っ
て
、
社
会
の

規
準
と
す
る
生
産
機
構
と
、
社
会
の
一
般
的
消
費
と
の
ズ
レ
の
た
め
に
、

け
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
る
（
一
六
四

闊
西
大
學

3
紐
清
論
集
』
第
一
四
巻
第
五
号

果
た
し
う
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
こ
の
社
会
的
風
土
の
二
重
性
か
ら
脱

|
―
七
五
頁
）
。

「
ヴ
ェ
プ
レ
ン
に
つ
い
て
ー
ー
技
術
者
革
命
を
中
心
と
し
て

1
L。ヴ

ェ
ブ
レ
ン
の
「
技
術
者
革
命
L

は
、
今
日
の
資
本
主
義
体
制
が
、
価
格
を

の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
L

に
比
し
て
、
示
唆
に
富
む
着
遺
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
論
文
は
、
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
技
術
者
革
命
を
中
ヽ
心
と
す
る
こ
と

を
表
明
し
て
い
る
が
、
本
書
の
全
体
の
構
成
か
ら
見
て
、
よ
り
重
要
な
の

は
、
こ
の
論
文
の
後
半
に
書
か
れ
た
、
ヴ
ェ
プ
レ
ン
の
経
済
思
想
と
資
本

ヴ
ェ
ブ
レ
ン
は
資
本
主
義
体
制
の
特
質
を
、
そ
の
7

価
格
体
制
」
に
認

め
て
い
る
。
商
品
は
一
定
の
価
格
で
交
換
さ
れ
る
が
、
商
品
の
価
格
は
、

資
本
家
の
独
占
的
立
場
か
ら
、

等
価
交
換
L

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
不
等
価
交
換
を
通
じ
て
、
資
本
家
は

消
費
者
を
「
搾
取
L

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
本
家
が
「
セ
ー
ル
ス
マ
ン

費
者
を
搾
取
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
不
当
な
交
換
が
、
公
正

き
た
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
著
者
の
多
年
に
亘
る
研
究
の
成
果
で
あ
る
と
と

も
に
、
そ
こ
に
経
済
社
会
学
か
ら
産
業
社
会
学
へ
の
歩
み
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
学
術
的
著
作
の
価
値
は
、
そ
れ
が
与
え
る
解
決
よ
り
も
、
む

問
題
を
提
出
し
た
本
書
は
、
真
に
読
ま
る
ぺ
き
良
書
と
言
え
る
。
筆
者
は

書
の
批
評
を
な
し
う
る
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
一
読
者
と
し
て
、
こ
の
書

を
読
ん
だ
感
想
と
、
若
干
の
疑
問
を
提
起
し
て
、
著
者
の
教
示
を
求
め
よ

う
と
思
っ
°

第
一
の
論
文
で
著
者
は
、
「
経
済
と
社
会
生
活
L

の
関
係
の
問
題
を
と
り

あ
げ
、
そ
れ
に
7

経
済
生
活
の
社
会
学
L

と
い
う
副
題
を
つ
け
加
え
て
い

こ
の
方
面
、
殊
に
産
業
社
会
学
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
少
な
い
の
で
、
本

し
ろ
そ
こ
に
提
出
さ
れ
た
問
題
に
あ
る
。
こ
の
分
野
の
研
究
に
、
多
く
の

以
上
に
お
い
て
、
本
書
の
内
容
を
、
そ
の
主
要
な
論
文
に
つ
い
て
み
て

五

と
、
ヴ
ェ
プ
レ
ン
は
批
判
し
て
い
る
（
一
八
七
ー
一
九
九
頁
）
。

約
の
自
由
L

と

r
私
有
財
産
の
所
有
L

を
保
証
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

な
売
買
の
名
の
も
と
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
資
本
主
義
体
制
が
「
契

シ
ッ
プ
L

を
動
員
し
て
、
盃
臼
示
的
冗
費
L

を
喚
起
す
る
の
も
、

―
―
六

一
般
の
消
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規
定
を
顧
み
る
こ
と
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
規
定
性
、
す
な

わ
ち
社
会
の
中
に
侵
入
す
る
経
済
的
な
も
の
と
、
経
済
の
中
に
支
配
す
る

社
会
的
な
も
の
と
の
関
係
を
究
明
す
る
に
よ
っ
て
の
み
、
著
者
の
経
済
社

第
二
か
ら
第
四
ま
で
の
論
文
に
お
い
て
著
者
は
、
経
済
学
の
基
本
概
念

で
あ
る
ぶ
翌
ぎ
、
品
四
値
へ
「
交
換
L

な
ど
を
分
析
す
る
に
よ
っ
て
、
資

財
産
」
あ
る
い
は
7

私
的
所
有
L

に
求
め
て
い
る
。
著
者
が
「
製
品
と
は

私
的
所
有
の
対
象
で
あ
る
」
と
提
言
し
、
資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
一
番

重
要
な
問
題
は
「
私
的
所
有
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
L

で
あ
る
と
言
っ

た
の
は
、
資
本
主
義
経
済
体
制
の
特
質
を
最
も
適
切
に
表
明
し
た
も
の
で

経
済
と
社
会
生
活

産
業
社
会
学
試
論
（
加
藤
）

あ
っ
て
、
こ
の
体
制
に
お
い
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
貧
富
の
対
立

が
、
そ
の
場
合
著
者
は
、
分
析
の
根
底
と
な
る
社
会
的
な
も
の
を
、
「
私
有

本
主
義
経
済
体
制
と
、
そ
れ
を
対
象
と
す
る
経
済
理
論
を
批
判
し
て
い
る

ろ
う
。

会
学
の
立
場
は
確
定
さ
れ
、
産
業
社
会
学
へ
の
方
向
も
指
示
さ
れ
る
で
あ

経
済
に
よ
る
社
会
の
規
定
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
社
会
に
よ
る
経
済
の

7

経
済
と
社
会
」
の
関
係
を
「
経
済
社
会
学
」
と
し
て
把
握
す
る
に
は
、

し
、
抑
圧
す
る
に
至
っ
た
過
程
を
叙
述
す
る
に
止
っ
て
い
る
。

し
か
し

眺
め
、
近
世
に
な
っ
て
社
会
よ
り
独
立
し
た
経
済
が
、
逆
に
社
会
を
支
配

る
。
し
か
し
著
者
は
こ
こ
で
、
経
済
と
社
会
生
活
と
の
関
係
を
歴
史
的
に

―
―
七

の
欲
求
を
7

私
有
財
産
増
大
の
欲
求
L

と
解
し
、
そ
れ
は
本
来
の
経
済
的

欲
求
を
起
え
て
無
限
に
拡
大
す
る
と
説
い
た
の
は
、
企
業
と
資
本
、
経
営

者
と
資
本
家
と
が
分
離
し
た
今
日
、
企
業
者
の
経
済
的
欲
求
を
、
資
本
家

の
「
金
利
生
活
者
的
欲
求
L

と
混
同
す
る
も
の
と
言
え
る
。

ま
た
著
者

本
主
義
経
済
学
の
根
本
的
欠
陥
が
あ
る
と
批
判
す
る
が
、
近
代
経
済
学
が

7

価
格
理
論
L

か
ら
7

所
得
理
論
L

へ
進
ん
だ
の
は
、
私
的
所
有
の
重
要

性
を
認
め
た
か
ら
と
言
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
7

価
格
分
析
L

で

は
、
与
件
と
し
て
背
後
に
押
し
や
ら
れ
て
い
た
私
的
所
有
が
、
「
所
得
分

析
」
に
お
い
て
、
経
済
理
論
の
中
に
取
入
れ
ら
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
場
合
、
個
人
所
得
が
国
民
所
得
へ
集
計
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
私
的
所
有
の
も
つ
社
会
性
で
あ
る
。

第
五
と
第
六
の
論
文
は
、
産
業
に
お
け
る
組
織
と
人
間
の
関
係
の
問
題

を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

本
来
の
意
味
の
産
業
社
会
学
の
研
究
で
あ

る
。
論
文
は
二
篇
し
か
な
い
が
、
著
者
の
関
心
は
、
こ
の
方
向
に
向
け
ら

書
の
中
心
的
位
置
を
占
め
る
だ
け
の
充
実
し
た
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
著
者
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
業
の
巨
大
化
が
、
企
業
そ
の
も
の
’

れ
て
い
る
。
な
か
で
も
7

大
企
業
の
社
会
学
」
は
力
作
で
あ
っ
て
、
こ
の

は
、
経
済
価
値
と
私
的
所
有
と
の
結
び
つ
き
を
顧
み
な
い
と
こ
ろ
に
、
資

は
、
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
し
か
る
に
著
者
が
、
企
業
者
の
利
潤
追
求



,_ 

~30 

本
質
に
つ
い
て
問
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
予
定
の
紙
数
を
超
過

な
お
経
済
社
会
学
と
産
業
社
会
学
と
の
関
係
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
学
の

い
役
割
を
、
わ
が
国
の
企
業
に
受
容
す
る
た
め
の
地
盤
を
形
成
す
る
と
考

重
性
L

か
ら
脱
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
文
化
の
二
重

性
を
、
r
人
間
存
在
の
根
源
的
な
二
重
構
造
L

に
ま
で
遡
っ
て
把
握
す
る
と

，
き
、
わ
が
国
の
社
会
的
風
土
の
二
重
性
は
、
大
企
業
の
新
し
い
集
団
性
格

と
同
一
の
構
造
を
も
ち
、
「
人
間
関
係
L

を
媒
介
と
し
て
、
経
営
者
の
新
し

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
の
で
、
別
の
機
会
に
譲
る
。

最
後
に
著
者
の
産
業
社
会
学
の
研
究
が
、
学
の
確
実
な
道
を
進
み
、
実

り
多
い
成
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
、
衷
心
よ
り
切
望
す
る
。

業
に
摂
取
す
る
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
わ
が
国
の
7

社
会
的
風
土
の

リ
カ
の
大
企
業
に
お
け
る
7

経
営
者
の
新
し
い
役
割
L

を
、
わ
が
国
の
企

本
構
造
L

か
ら
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
著
者
は
、
ア
メ

す
る
に
は
、
集
団
と
成
員
、
社
会
と
個
人
の
関
係
を
、

闘
西
大
學
『
綬
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
五
号

の
性
格
を
変
革
せ
し
め
、
大
企
業
は
新
し
い
類
型
の
7

第
三
次
集
団
し
と

し
て
出
現
し
た
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
提
言
を
根
拠
あ
る
主
張
と

「
人
間
存
在
の
根

加小高松三

藤
林木原谷

由

次
英秀藤友

郎夫玄由吉
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