
ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー 

 

本
欄
で
は
各
論
文
に
つ
い
て
の
ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー
を
掲
載
し

た
。
各
論
文
の
趣
旨
お
よ
び
今
後
の
展
開
可
能
性
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
本
文
を
読
む
際
に
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

○
河
崎
吉
紀
「
メ
デ
ィ
ア
議
員
の
出
世
―
関
和
知
と
『
新
総
房
』

を
例
に
」 

 

佐
藤
卓
己
・
河
崎
吉
紀
編
『
近
代
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
議
員
』

（
創
元
社
・
二
〇
一
九
年
）
の
計
量
的
分
析
を
踏
ま
え
、「
メ
デ

ィ
ア
議
員
」
の
質
的
分
析
に
踏
み
込
む
第
一
歩
を
刻
む
論
考
で

あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
が
「
メ
デ
ィ
ア
議
員
」
の
典
型
と
し
て
取

り
上
げ
る
関
和
知
は
、
貧
し
い
家
庭
に
生
ま
れ
な
が
ら
小
学
校

代
用
教
員
か
ら
東
京
専
門
学
校
（
の
ち
早
稲
田
大
学
）
に
学
ん

だ
千
葉
県
選
出
の
衆
議
院
議
員
で
あ
る
。
憲
政
会
幹
部
と
し
て

加
藤
高
明
内
閣
で
陸
軍
政
務
次
官
に
就
任
し
て
い
る
が
、
五
四

歳
で
亡
く
な
っ
た
た
め
日
本
政
治
史
上
で
は
必
ず
し
も
有
名
な

人
物
で
は
な
い
。
敢
え
て
こ
の
人
物
に
着
目
し
た
理
由
は
、
政

治
的
野
心
に
燃
え
た
自
由
民
権
期
の
青
年
が
「
教
育
と
メ
デ
ィ

ア
」
を
駆
使
し
て
衆
議
院
議
員
と
な
り
、「
メ
デ
ィ
ア
・
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
型
」
議
員
へ
と
転
身
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
確
認
し

た
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
そ
の
「
教
育
」
と
は
早
稲
田
閥
と
海

外
留
学
経
験
で
あ
り
、「
メ
デ
ィ
ア
」
と
は
最
初
に
創
刊
し
た
雑

誌
『
新
房
総
』、
や
が
て
日
刊
紙
化
し
た
同
名
の
新
聞
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
国
政
進
出
以
前
の
関
の
生
い
立
ち
、
明
治
期
千
葉

県
の
新
聞
状
況
と
地
方
政
治
を
概
観
し
、
雑
誌
『
新
房
総
』
の

記
事
内
容
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。「
メ
デ
ィ
ア
議
員
」
関
和
知
の

青
年
期
を
メ
デ
ィ
ア
史
と
し
て
活
写
し
た
論
文
で
あ
り
、
や
が

て
評
伝
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
作
品
の
第
一
章
と
な
る
も
の
だ

ろ
う
。
た
だ
し
、
独
立
し
た
論
文
と
し
て
見
れ
ば
、
関
を
「
メ

デ
ィ
ア
政
治
家
」
の
典
型
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
意
義
が
読
者

に
十
分
伝
わ
ら
な
い
憾
み
が
残
る
。
せ
め
て
、
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
期
の
関
和
知
の
活
躍
に
冒
頭
で
言
及
し
て
欲
し
か
っ
た
。 

（
佐
藤
卓
己
） 

 
○
本
田
毅
彦
「
一
九
七
〇
～
八
〇
年
代
イ
ギ
リ
ス
の
テ
レ
ビ
業

界
に
見
る
王
室
ソ
ー
プ
・
オ
ペ
ラ
の
起
源
と
展
開
」 

 

二
〇
一
九
年
に
上
映
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
合
作
の

歴
史
物
映
画
「
ダ
ウ
ン
ト
ン
・
ア
ビ
ー
」
は
、
日
本
に
お
い
て

二
〇
二
〇
年
一
月
十
日
に
公
開
さ
れ
た
。
二
〇
一
〇
年
か
ら
二

〇
一
五
年
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
のITV

で
放
送
さ
れ
た
歴
史
物

ド
ラ
マ
「
ダ
ウ
ン
ト
ン
・
ア
ビ
ー
」」
の
続
編
と
し
て
、
ジ
ョ
ー

ジ
五
世
と
メ
ア
リ
ー
王
妃
に
よ
る
ダ
ウ
ン
ト
ン
・
ア
ビ
ー
訪
問

を
描
く
今
回
の
映
画
版
も
グ
ロ
バ
ー
ル
な
成
功
を
収
め
た
。
本

稿
は
、
こ
う
し
た
成
功
を
可
能
に
し
た
イ
ギ
リ
ス
製
の
歴
史
物

テ
レ
ビ
番
組
の
「
伝
統
」
を
描
き
出
す
た
め
に
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
ダ
ル
リ
ン
プ
ル
・
バ
ト
ラ
ー
が
脚
本
を
執
筆
し
た
一
九
七

〇
〜
八
〇
年
代
に
か
け
てITV

で
放
送
さ
れ
た
五
つ
の
歴
史
物

テ
レ
ビ
番
組
を
取
り
上
げ
た
。
バ
ト
ラ
ー
が
俳
優
そ
し
て
脚
本

家
と
し
て
の
経
歴
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
テ
レ
ビ
業
界
史
上
で

の
歴
史
物
ド
ラ
マ
の
位
置
付
け
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
は
「
シ

ュ
ト
ラ
ウ
ス
一
族
」「
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
」「
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
ー

―
ロ
マ
ン
主
義
者
の
肖
像
」「
リ
リ
ー
」「
マ
ウ
ン
ト
バ
ッ
テ
ン

卿
―
最
後
の
副
王
」
の
内
容
や
撮
影
裏
話
と
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価

に
つ
い
て
詳
述
し
、
近
時
の
「
ダ
ウ
ン
ト
ン
・
ア
ビ
ー
」
の
成

功
と
の
関
連
付
け
を
解
き
明
か
し
た
。
ほ
か
に
、
本
稿
の
最
後

で
は
、
こ
う
し
た
番
組
の
中
の
女
性
と
い
う
分
析
視
角
を
提
示

し
た
。
今
後
で
は
、
さ
ら
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
で
も
展
開
で
き

る
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
物
テ
レ
ビ
番
組
研
究
を
期
待
し
た
い
。 

（
彭
永
成
） 

 

○
水
出
幸
輝
「
天
気
予
報
の
メ
デ
ィ
ア
史
序
説
」 

来
る
べ
き
「
天
気
予
報
の
メ
デ
ィ
ア
史
」
の
序
説
で
あ
る
。

従
来
的
な
気
象
学
者
の
関
心
に
閉
じ
る
こ
と
な
く
、「
社
会
と
の

接
続
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
近
年
の
気
象
学
史
研
究
の

動
向
を
手
際
よ
く
整
理
し
つ
つ
、
筆
者
自
身
の
問
題
関
心
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
気
象
情
報
を
広
く
社
会
に
伝
え
て
き

た
の
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
天
気
予
報
は
メ

デ
ィ
ア
研
究
の
対
象
と
な
る
。 

と
り
わ
け
近
著
『〈
災
後
〉
の
記
憶
史
』（
人
文
書
院
）
か
ら

引
き
続
く
筆
者
の
関
心
は
、
自
然
災
害
に
対
す
る
恐
怖
認
識
の

変
遷
で
あ
る
。
戦
後
日
本
で
は
長
ら
く
地
震
よ
り
も
台
風
の
被

害
の
方
が
大
き
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
台
風
へ
の
恐
怖
感

が
少
な
い
理
由
と
し
て
、
台
風
の
進
路
予
測
が
視
覚
メ
デ
ィ
ア

に
よ
り
「
見
え
る
」
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

更
新
さ
れ
て
い
く
か
ら
だ
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
。
焦
点
と
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な
る
の
は
、
災
害
が
起
き
る
前
の
「
平
時
」
の
認
識
を
ど
う
裏

付
け
て
い
く
か
で
あ
ろ
う
。
容
易
な
ら
ざ
る
課
題
に
挑
戦
す
る

筆
者
の
今
後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。 

（
比
護
遥
）  

 

○
木
下
浩
一
「
キ
ャ
ス
タ
ー
ニ
ュ
ー
ス
と
娯
楽
化
を
め
ぐ
る
用

語
の
定
義
」 

 

テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
で
、
単
に
原
稿
を
読
み
上
げ
る
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
と
は
異
な
り
、
意
見
も
述
べ
る
キ
ャ
ス
タ
ー
が
登

場
し
て
、
キ
ャ
ス
タ
ー
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
新
た
な
形
式
が
生
ま

れ
た
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
ア
ナ
ウ
ン
サ

ー
が
キ
ャ
ス
タ
ー
を
務
め
る
と
は
限
ら
な
い
。
芸
人
や
ア
イ
ド

ル
が
起
用
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
定
義
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
テ
レ
ビ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
用
語
に
は
定
義
の
不
明

確
な
も
の
が
多
い
。
筆
者
は
研
究
を
進
め
る
う
え
で
、
用
語
の

定
義
を
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、

こ
の
論
考
を
執
筆
し
た
。
そ
し
て
、「
キ
ャ
ス
タ
ー
ニ
ュ
ー
ス
」

の
定
義
を
考
え
る
う
え
で
、
鍵
と
な
る
の
が
ニ
ュ
ー
ス
番
組
の

娯
楽
化
で
あ
る
と
い
う
。
事
件
報
道
や
芸
能
を
重
視
す
る
ワ
イ

ド
シ
ョ
ー
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
ソ
フ
ト
ニ
ュ
ー
ス
と
ハ
ー
ド

ニ
ュ
ー
ス
の
概
念
を
比
較
す
る
な
か
で
、
筆
者
は
キ
ャ
ス
タ
ー

ニ
ュ
ー
ス
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
。
ニ
ュ
ー
ス
を
ハ
ー
ド
と
ソ

フ
ト
に
分
け
る
と
い
う
考
え
は
、
古
く
は
硬
派
、
軟
派
と
い
っ

て
、
戦
前
の
新
聞
社
に
ま
で
遡
れ
る
分
類
で
あ
る
。
こ
の
論
考

に
は
、
放
送
研
究
と
い
う
枠
組
み
超
え
て
、
広
く
展
開
で
き
る

可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

（
河
崎
吉
紀
） 

 ○
温
秋
穎
「
戦
前
日
本
放
送
協
会
の
言
語
観
に
つ
い
て
―
日
本

放
送
協
会
の
放
送
研
究
雑
誌
を
中
心
に
―
」 

 

本
研
究
は
、
戦
前
に
お
け
る
日
本
放
送
協
会
の
言
語
観
に
つ

い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
一
九
三
一
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て

同
協
会
が
刊
行
し
た
放
送
研
究
雑
誌
を
取
り
上
げ
、
関
連
す
る

記
事
を
抽
出
し
て
分
析
し
て
い
る
。
数
多
く
の
記
事
が
、
主
要

な
ト
ピ
ッ
ク
に
対
応
す
る
形
で
バ
ラ
ン
ス
よ
く
整
理
さ
れ
て
い

る
が
、
放
送
用
語
を
実
践
す
る
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
養
成
を
め
ぐ

っ
て
行
わ
れ
た
議
論
に
つ
い
て
の
分
析
が
、
と
り
わ
け
て
鮮
明

な
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
、
中
国
語
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
行
わ

れ
た
議
論
が
、
外
国
語
と
日
本
語
の
双
方
の
問
題
が
展
開
す
る

中
で
の
接
点
だ
っ
た
、
と
の
温
氏
の
指
摘
は
、
こ
の
分
野
で
の

今
後
の
研
究
の
た
め
に
新
た
な
と
ば
口
を
開
い
た
も
の
、
と
評

価
し
た
い
。
さ
ら
に
、
本
研
究
の
末
尾
に
お
い
て
、「
支
那
語
講

座
」
の
存
廃
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
が
中
国

な
い
し
ア
ジ
ア
全
体
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
の

構
造
の
不
備
を
含
め
て
類
推
で
き
る
、
と
の
示
唆
が
あ
る
が
、

今
後
、
温
氏
の
研
究
が
そ
う
し
た
視
角
か
ら
さ
ら
に
進
展
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

（
本
田
毅
彦
） 

 

○
山
口
仁
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
構
築
に
必
要
な
視
座
―

佐
藤
卓
己
・
河
崎
吉
紀
編
『
近
代
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
議
員
』
の

書
評
に
代
え
て
」 

 

本
稿
は
、
佐
藤
卓
己
・
河
崎
吉
紀
編
『
近
代
日
本
の
メ
デ
ィ

ア
議
員
―
〈
政
治
の
メ
デ
ィ
ア
化
〉
の
歴
史
社
会
学
』（
創
元
社
、

二
〇
一
八
年
）
の
書
評
で
あ
る
。 

 

評
者
は
、
自
身
の
専
門
で
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
理
論
研
究

の
立
場
か
ら
本
書
を
読
み
解
い
て
い
る
。
評
者
に
よ
れ
ば
、
そ

も
そ
も
一
般
理
論
を
構
築
す
る
目
的
は
「
複
数
の
事
例
を
横
断

的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
」、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
が

議
論
を
す
る
た
め
の
「
共
通
の
土
台
」
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
し
て
、
理
論
構
築
の
た
め
の
事
例
は
、
決
し
て
「
現
代

社
会
（
い
ま
・
こ
こ
）」
に
限
定
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
実
験
や

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
収
集
で
き
な
い
豊
富
な
事
例
が
過
去
に
存
在

し
て
い
る
と
評
者
は
述
べ
、
た
と
え
ば
本
書
の
よ
う
な
歴
史
研

究
も
「
共
通
の
土
台
」
を
つ
く
る
た
め
に
不
可
欠
だ
と
す
る
。 

 

そ
の
よ
う
に
本
書
の
意
義
を
示
し
た
う
え
で
、
評
者
は
本

書
が
設
定
し
て
い
る
分
析
概
念
「
輿
論
／
世
論
」
や
「
政
治

の
論
理
／
メ
デ
ィ
ア
の
論
理
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
曖
昧

さ
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
、
本
書
の
執
筆
陣
は
も

と
よ
り
、
広
く
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
者
が
傾
聴
に
値
す
る
議
論

で
あ
り
、
ひ
い
て
は
歴
史
研
究
と
理
論
研
究
と
の
相
補
的
な

あ
り
か
た
を
説
得
的
に
示
し
た
実
践
で
あ
る
と
言
え
る
。 

（
花
田
史
彦
）  

○
佐
藤
彰
宣
「
想
起
と
忘
却
の
重
層
性
―
水
出
幸
輝
『〈
災
後
〉

の
記
憶
史
―
メ
デ
ィ
ア
に
み
る
関
東
大
震
災
・
伊
勢
湾
台
風
』
」 
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な
る
の
は
、
災
害
が
起
き
る
前
の
「
平
時
」
の
認
識
を
ど
う
裏

付
け
て
い
く
か
で
あ
ろ
う
。
容
易
な
ら
ざ
る
課
題
に
挑
戦
す
る

筆
者
の
今
後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。 

（
比
護
遥
）  

 

○
木
下
浩
一
「
キ
ャ
ス
タ
ー
ニ
ュ
ー
ス
と
娯
楽
化
を
め
ぐ
る
用

語
の
定
義
」 

 

テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
で
、
単
に
原
稿
を
読
み
上
げ
る
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
と
は
異
な
り
、
意
見
も
述
べ
る
キ
ャ
ス
タ
ー
が
登

場
し
て
、
キ
ャ
ス
タ
ー
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
新
た
な
形
式
が
生
ま

れ
た
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
ア
ナ
ウ
ン
サ

ー
が
キ
ャ
ス
タ
ー
を
務
め
る
と
は
限
ら
な
い
。
芸
人
や
ア
イ
ド

ル
が
起
用
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
定
義
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
テ
レ
ビ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
用
語
に
は
定
義
の
不
明

確
な
も
の
が
多
い
。
筆
者
は
研
究
を
進
め
る
う
え
で
、
用
語
の

定
義
を
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、

こ
の
論
考
を
執
筆
し
た
。
そ
し
て
、「
キ
ャ
ス
タ
ー
ニ
ュ
ー
ス
」

の
定
義
を
考
え
る
う
え
で
、
鍵
と
な
る
の
が
ニ
ュ
ー
ス
番
組
の

娯
楽
化
で
あ
る
と
い
う
。
事
件
報
道
や
芸
能
を
重
視
す
る
ワ
イ

ド
シ
ョ
ー
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
ソ
フ
ト
ニ
ュ
ー
ス
と
ハ
ー
ド

ニ
ュ
ー
ス
の
概
念
を
比
較
す
る
な
か
で
、
筆
者
は
キ
ャ
ス
タ
ー

ニ
ュ
ー
ス
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
。
ニ
ュ
ー
ス
を
ハ
ー
ド
と
ソ

フ
ト
に
分
け
る
と
い
う
考
え
は
、
古
く
は
硬
派
、
軟
派
と
い
っ

て
、
戦
前
の
新
聞
社
に
ま
で
遡
れ
る
分
類
で
あ
る
。
こ
の
論
考

に
は
、
放
送
研
究
と
い
う
枠
組
み
超
え
て
、
広
く
展
開
で
き
る

可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

（
河
崎
吉
紀
） 

 ○
温
秋
穎
「
戦
前
日
本
放
送
協
会
の
言
語
観
に
つ
い
て
―
日
本

放
送
協
会
の
放
送
研
究
雑
誌
を
中
心
に
―
」 

 

本
研
究
は
、
戦
前
に
お
け
る
日
本
放
送
協
会
の
言
語
観
に
つ

い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
一
九
三
一
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て

同
協
会
が
刊
行
し
た
放
送
研
究
雑
誌
を
取
り
上
げ
、
関
連
す
る

記
事
を
抽
出
し
て
分
析
し
て
い
る
。
数
多
く
の
記
事
が
、
主
要

な
ト
ピ
ッ
ク
に
対
応
す
る
形
で
バ
ラ
ン
ス
よ
く
整
理
さ
れ
て
い

る
が
、
放
送
用
語
を
実
践
す
る
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
養
成
を
め
ぐ

っ
て
行
わ
れ
た
議
論
に
つ
い
て
の
分
析
が
、
と
り
わ
け
て
鮮
明

な
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
、
中
国
語
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
行
わ

れ
た
議
論
が
、
外
国
語
と
日
本
語
の
双
方
の
問
題
が
展
開
す
る

中
で
の
接
点
だ
っ
た
、
と
の
温
氏
の
指
摘
は
、
こ
の
分
野
で
の

今
後
の
研
究
の
た
め
に
新
た
な
と
ば
口
を
開
い
た
も
の
、
と
評

価
し
た
い
。
さ
ら
に
、
本
研
究
の
末
尾
に
お
い
て
、「
支
那
語
講

座
」
の
存
廃
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
が
中
国

な
い
し
ア
ジ
ア
全
体
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
の

構
造
の
不
備
を
含
め
て
類
推
で
き
る
、
と
の
示
唆
が
あ
る
が
、

今
後
、
温
氏
の
研
究
が
そ
う
し
た
視
角
か
ら
さ
ら
に
進
展
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

（
本
田
毅
彦
） 

 

○
山
口
仁
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
構
築
に
必
要
な
視
座
―

佐
藤
卓
己
・
河
崎
吉
紀
編
『
近
代
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
議
員
』
の

書
評
に
代
え
て
」 

 

本
稿
は
、
佐
藤
卓
己
・
河
崎
吉
紀
編
『
近
代
日
本
の
メ
デ
ィ

ア
議
員
―
〈
政
治
の
メ
デ
ィ
ア
化
〉
の
歴
史
社
会
学
』（
創
元
社
、

二
〇
一
八
年
）
の
書
評
で
あ
る
。 

 

評
者
は
、
自
身
の
専
門
で
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
理
論
研
究

の
立
場
か
ら
本
書
を
読
み
解
い
て
い
る
。
評
者
に
よ
れ
ば
、
そ

も
そ
も
一
般
理
論
を
構
築
す
る
目
的
は
「
複
数
の
事
例
を
横
断

的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
」、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
が

議
論
を
す
る
た
め
の
「
共
通
の
土
台
」
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
し
て
、
理
論
構
築
の
た
め
の
事
例
は
、
決
し
て
「
現
代

社
会
（
い
ま
・
こ
こ
）」
に
限
定
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
実
験
や

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
収
集
で
き
な
い
豊
富
な
事
例
が
過
去
に
存
在

し
て
い
る
と
評
者
は
述
べ
、
た
と
え
ば
本
書
の
よ
う
な
歴
史
研

究
も
「
共
通
の
土
台
」
を
つ
く
る
た
め
に
不
可
欠
だ
と
す
る
。 

 

そ
の
よ
う
に
本
書
の
意
義
を
示
し
た
う
え
で
、
評
者
は
本

書
が
設
定
し
て
い
る
分
析
概
念
「
輿
論
／
世
論
」
や
「
政
治

の
論
理
／
メ
デ
ィ
ア
の
論
理
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
曖
昧

さ
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
、
本
書
の
執
筆
陣
は
も

と
よ
り
、
広
く
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
者
が
傾
聴
に
値
す
る
議
論

で
あ
り
、
ひ
い
て
は
歴
史
研
究
と
理
論
研
究
と
の
相
補
的
な

あ
り
か
た
を
説
得
的
に
示
し
た
実
践
で
あ
る
と
言
え
る
。 

（
花
田
史
彦
）  

○
佐
藤
彰
宣
「
想
起
と
忘
却
の
重
層
性
―
水
出
幸
輝
『〈
災
後
〉

の
記
憶
史
―
メ
デ
ィ
ア
に
み
る
関
東
大
震
災
・
伊
勢
湾
台
風
』
」 
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本
稿
は
水
出
幸
輝
『〈
災
後
〉
の
記
憶
史
―
メ
デ
ィ
ア
に
み
る

関
東
大
震
災
・
伊
勢
湾
台
風
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
九
年
）
の

書
評
で
あ
る
。
評
者
は
、
災
害
の
記
憶
の
想
起
と
忘
却
の
プ
ロ

セ
ス
が
綿
密
な
新
聞
報
道
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

と
し
て
本
書
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
意
義
を
さ
ら
に
高
め
る
た

め
の
提
案
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
分
析
に
用
い
ら
れ
た
新

聞
と
い
う
媒
体
の
特
徴
の
変
化
が
震
災
語
り
に
関
わ
っ
て
い
る

可
能
性
を
提
示
す
る
。
各
新
聞
社
が
メ
デ
ィ
ア
利
用
の
多
様
化

と
い
う
時
代
の
流
れ
の
中
で
他
メ
デ
ィ
ア
を
い
か
に
意
識
し
な

が
ら
災
害
報
道
を
行
な
っ
て
い
た
の
か
、
検
討
の
余
地
が
残
さ

れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
に
、
本
書
で
明
ら
か
に
な
っ

た
戦
時
期
に
お
け
る
災
害
の
記
憶
の
戦
時
体
制
へ
の
「
動
員
」

が
、
戦
後
の
冷
戦
下
に
お
い
て
も
核
戦
争
と
関
連
づ
け
ら
れ
る

形
で
展
開
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
評
者
の
提
案
は
い

ず
れ
も
戦
前
と
戦
後
の
断
絶
と
連
続
を
〈
災
後
〉
の
記
憶
／
メ

デ
ィ
ア
史
の
観
点
か
ら
見
つ
め
直
す
上
で
極
め
て
重
要
な
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。「
災
害
」
を
め
ぐ
る
想
起
と
忘
却
か
ら
日
本

社
会
を
見
つ
め
直
す
と
い
う
本
書
の
新
し
い
取
り
組
み
が
い
か

に
有
効
な
視
座
と
な
り
得
る
の
か
、
そ
の
可
能
性
を
理
解
す
る

上
で
重
要
な
論
点
を
提
示
し
た
書
評
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。 

（
趙
相
宇
） 

 

○
花
田
史
彦
「
稗
史
を
構
想
す
る
―
原
武
史
『「
松
本
清
張
」
で

読
む
昭
和
史
―
』 

 

本
稿
は
、
原
武
史
『「
松
本
清
張
」
で
読
む
昭
和
史
』（N

H
K

出
版
、
二
〇
一
九
年
）
の
書
評
で
あ
る
。 

評
者
は
、
ま
ず
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
「
原
な
ら
で
は
の
着

眼
点
」（
鉄
道
や
天
皇
制
）
を
踏
ま
え
つ
つ
整
理
し
、
同
書
を
松

本
清
張
の
小
説
を
政
治
思
想
史
の
「
資
料
」
と
し
て
読
み
解
い

た
作
品
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
本
書
の
試
み
を
、

「
創
作
物
と
ど
う
向
き
合
う
か
」
と
い
う
課
題
に
挑
ん
だ
歴
史

研
究
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
の
際
、
関
連
す
る
研
究
群
に
も

幅
広
く
目
配
り
し
、
評
者
の
研
究
対
象
で
も
あ
る
佐
藤
忠
男
の

議
論
な
ど
も
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
①
作
家
「
松
本
清
張
」
へ
の

メ
デ
ィ
ア
史
的
な
視
点
、
②
政
治
思
想
史
に
お
け
る
「
女
性
」

へ
の
注
目
、
③
歴
史
学
者
か
ら
の
清
張
「
黙
殺
」
の
有
無
、
と

い
っ
た
論
点
が
提
起
さ
れ
る
。 

こ
れ
ら
の
論
点
を
も
と
に
、
評
者
は
歴
史
研
究
に
お
け
る
学

者
と
作
家
の
領
分
を
理
解
し
つ
つ
、
歴
史
へ
の
「
真
摯
さ
」
を

共
有
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
稗
史
を
構
想
し
た
「
史
論
家
」
・

松
本
清
張
の
存
在
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
視
座
は
、

歴
史
認
識
を
め
ぐ
っ
て
「
対
立
」
や
「
分
断
」
が
叫
ば
れ
て
久

し
い
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
を
解
き
ほ

ぐ
す
た
め
の
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。 

（
佐
藤
彰
宣
） 

 

○
松
尾
理
也
「
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
は
い
い
ニ
ュ
ー
ス
？
―
根
津
朝

彦
『
現
代
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
』
―
」 

 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
一
般
的
に
、
暗
い
ニ
ュ
ー
ス

が
多
く
な
り
が
ち
だ
。
社
会
問
題
を
扱
う
以
上
、
当
然
の
こ
と

と
い
え
る
。
筆
者
の
松
尾
は
根
津
の
書
を
批
評
し
つ
つ
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
の
う
ち
で
も
特
に
新
聞
を
対
象
に
、「
悪
い
ニ
ュ
ー

ス
」
と
「
よ
い
ニ
ュ
ー
ス
」
に
つ
い
て
論
考
を
行
っ
て
い
る
。

「
悪
い
」「
よ
い
」
以
外
に
、
否
定
／
肯
定
／
批
判
と
は
何
か
。

「
悲
し
い
」「
難
し
い
」
は
「
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
」
な
の
か
、
あ
る

い
は
読
者
を
「
元
気
」
に
す
る
ニ
ュ
ー
ス
は
「
よ
い
ニ
ュ
ー
ス
」

な
の
か
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
エ
ン
コ
ー
ド
は
読
者
の
デ

コ
ー
ド
（
読
み
）
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
読
者
の
気

分
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
気
分
は
情
動
を
喚
起
し
、
時
に
大
き

な
動
員
の
要
因
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
読
者
に
対
す
る
影
響

や
効
果
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
お
け
る
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
概
念
か
ら
い
え
ば
、
必
ず
し
も
読
者

の
デ
コ
ー
ド
は
送
り
手
の
想
定
し
た
通
り
と
は
限
ら
ず
、
多
様

で
あ
る
。
エ
ン
コ
ー
ド
と
デ
コ
ー
ド
と
い
う
切
り
分
け
に
は
、

よ
り
意
識
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。 

（
木
下
浩
一
） 

 

○
趙
相
宇
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
実
践
と
し
て
の
「8.15

」
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
―
崔
銀
姫
著
『「
反
日
」
と
「
反
共
」：
戦
後
韓

国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
言
説
と
そ
の
変
容
』
―
」 

 

韓
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
テ

レ
ビ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
崔
銀
姫
の
著
作
に
つ
い
て
の
書
評
で
あ
る
。
同
書
で

は
、
戦
後
の
韓
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、「
親
日
・
反
日
」
と

「
反
共
」
と
の
相
互
関
連
、「
韓
国
人
論
」
が
表
象
す
る
ミ
ド
ル
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本
稿
は
水
出
幸
輝
『〈
災
後
〉
の
記
憶
史
―
メ
デ
ィ
ア
に
み
る

関
東
大
震
災
・
伊
勢
湾
台
風
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
九
年
）
の

書
評
で
あ
る
。
評
者
は
、
災
害
の
記
憶
の
想
起
と
忘
却
の
プ
ロ

セ
ス
が
綿
密
な
新
聞
報
道
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

と
し
て
本
書
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
意
義
を
さ
ら
に
高
め
る
た

め
の
提
案
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
分
析
に
用
い
ら
れ
た
新

聞
と
い
う
媒
体
の
特
徴
の
変
化
が
震
災
語
り
に
関
わ
っ
て
い
る

可
能
性
を
提
示
す
る
。
各
新
聞
社
が
メ
デ
ィ
ア
利
用
の
多
様
化

と
い
う
時
代
の
流
れ
の
中
で
他
メ
デ
ィ
ア
を
い
か
に
意
識
し
な

が
ら
災
害
報
道
を
行
な
っ
て
い
た
の
か
、
検
討
の
余
地
が
残
さ

れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
に
、
本
書
で
明
ら
か
に
な
っ

た
戦
時
期
に
お
け
る
災
害
の
記
憶
の
戦
時
体
制
へ
の
「
動
員
」

が
、
戦
後
の
冷
戦
下
に
お
い
て
も
核
戦
争
と
関
連
づ
け
ら
れ
る

形
で
展
開
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
評
者
の
提
案
は
い

ず
れ
も
戦
前
と
戦
後
の
断
絶
と
連
続
を
〈
災
後
〉
の
記
憶
／
メ

デ
ィ
ア
史
の
観
点
か
ら
見
つ
め
直
す
上
で
極
め
て
重
要
な
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。「
災
害
」
を
め
ぐ
る
想
起
と
忘
却
か
ら
日
本

社
会
を
見
つ
め
直
す
と
い
う
本
書
の
新
し
い
取
り
組
み
が
い
か

に
有
効
な
視
座
と
な
り
得
る
の
か
、
そ
の
可
能
性
を
理
解
す
る

上
で
重
要
な
論
点
を
提
示
し
た
書
評
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。 

（
趙
相
宇
） 

 

○
花
田
史
彦
「
稗
史
を
構
想
す
る
―
原
武
史
『「
松
本
清
張
」
で

読
む
昭
和
史
―
』 

 

本
稿
は
、
原
武
史
『「
松
本
清
張
」
で
読
む
昭
和
史
』（N

H
K

出
版
、
二
〇
一
九
年
）
の
書
評
で
あ
る
。 

評
者
は
、
ま
ず
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
「
原
な
ら
で
は
の
着

眼
点
」（
鉄
道
や
天
皇
制
）
を
踏
ま
え
つ
つ
整
理
し
、
同
書
を
松

本
清
張
の
小
説
を
政
治
思
想
史
の
「
資
料
」
と
し
て
読
み
解
い

た
作
品
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
本
書
の
試
み
を
、

「
創
作
物
と
ど
う
向
き
合
う
か
」
と
い
う
課
題
に
挑
ん
だ
歴
史

研
究
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
の
際
、
関
連
す
る
研
究
群
に
も

幅
広
く
目
配
り
し
、
評
者
の
研
究
対
象
で
も
あ
る
佐
藤
忠
男
の

議
論
な
ど
も
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
①
作
家
「
松
本
清
張
」
へ
の

メ
デ
ィ
ア
史
的
な
視
点
、
②
政
治
思
想
史
に
お
け
る
「
女
性
」

へ
の
注
目
、
③
歴
史
学
者
か
ら
の
清
張
「
黙
殺
」
の
有
無
、
と

い
っ
た
論
点
が
提
起
さ
れ
る
。 

こ
れ
ら
の
論
点
を
も
と
に
、
評
者
は
歴
史
研
究
に
お
け
る
学

者
と
作
家
の
領
分
を
理
解
し
つ
つ
、
歴
史
へ
の
「
真
摯
さ
」
を

共
有
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
稗
史
を
構
想
し
た
「
史
論
家
」
・

松
本
清
張
の
存
在
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
視
座
は
、

歴
史
認
識
を
め
ぐ
っ
て
「
対
立
」
や
「
分
断
」
が
叫
ば
れ
て
久

し
い
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
を
解
き
ほ

ぐ
す
た
め
の
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。 

（
佐
藤
彰
宣
） 

 

○
松
尾
理
也
「
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
は
い
い
ニ
ュ
ー
ス
？
―
根
津
朝

彦
『
現
代
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
』
―
」 

 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
一
般
的
に
、
暗
い
ニ
ュ
ー
ス

が
多
く
な
り
が
ち
だ
。
社
会
問
題
を
扱
う
以
上
、
当
然
の
こ
と

と
い
え
る
。
筆
者
の
松
尾
は
根
津
の
書
を
批
評
し
つ
つ
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
の
う
ち
で
も
特
に
新
聞
を
対
象
に
、「
悪
い
ニ
ュ
ー

ス
」
と
「
よ
い
ニ
ュ
ー
ス
」
に
つ
い
て
論
考
を
行
っ
て
い
る
。

「
悪
い
」「
よ
い
」
以
外
に
、
否
定
／
肯
定
／
批
判
と
は
何
か
。

「
悲
し
い
」「
難
し
い
」
は
「
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
」
な
の
か
、
あ
る

い
は
読
者
を
「
元
気
」
に
す
る
ニ
ュ
ー
ス
は
「
よ
い
ニ
ュ
ー
ス
」

な
の
か
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
エ
ン
コ
ー
ド
は
読
者
の
デ

コ
ー
ド
（
読
み
）
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
読
者
の
気

分
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
気
分
は
情
動
を
喚
起
し
、
時
に
大
き

な
動
員
の
要
因
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
読
者
に
対
す
る
影
響

や
効
果
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
お
け
る
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
概
念
か
ら
い
え
ば
、
必
ず
し
も
読
者

の
デ
コ
ー
ド
は
送
り
手
の
想
定
し
た
通
り
と
は
限
ら
ず
、
多
様

で
あ
る
。
エ
ン
コ
ー
ド
と
デ
コ
ー
ド
と
い
う
切
り
分
け
に
は
、

よ
り
意
識
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。 

（
木
下
浩
一
） 

 

○
趙
相
宇
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
実
践
と
し
て
の
「8.15

」
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
―
崔
銀
姫
著
『「
反
日
」
と
「
反
共
」：
戦
後
韓

国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
言
説
と
そ
の
変
容
』
―
」 

 

韓
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
テ

レ
ビ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
崔
銀
姫
の
著
作
に
つ
い
て
の
書
評
で
あ
る
。
同
書
で

は
、
戦
後
の
韓
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、「
親
日
・
反
日
」
と

「
反
共
」
と
の
相
互
関
連
、「
韓
国
人
論
」
が
表
象
す
る
ミ
ド
ル
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ク
ラ
ス
へ
の
ま
な
ざ
し
、「
在
日
」
へ
の
注
目
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
戦
争
責
任
を
め
ぐ
る
日
独
比
較
と
グ
ロ
ー
バ
ル

に
拡
張
さ
れ
た
反
戦
意
識
─
と
い
っ
た
多
様
な
視
点
か
ら
分
析

さ
れ
て
い
る
。
著
者
と
同
じ
く
韓
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
深

い
関
心
を
寄
せ
る
評
者
は
、
い
く
つ
か
の
留
保
を
つ
け
な
が
ら

も
、
韓
国
現
代
史
理
解
に
必
須
か
つ
東
ア
ジ
ア
の
ポ
ス
ト
コ
ロ

ニ
ア
ル
問
題
を
考
え
て
い
く
上
で
重
要
な
試
み
で
あ
る
と
評
価

し
て
い
る
。 

（
松
尾
理
也
） 

 

○
彭
永
成
「
中
国
に
お
け
る
「
家
族
の
個
人
化
」
の
形
―
《
谁

在
你
家 

中
国
〝
个
体
家
庭
〟
的
选
择
》
―
」 

本
稿
は
、
伝
統
社
会
か
ら
現
代
社
会
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
中

国
に
お
け
る
家
族
の
個
人
化
を
主
題
と
し
た
『
谁
在
你
家 
中

国
〝
个
体
家
庭
〟
的
选
择
』
と
い
う
学
術
書
を
扱
う
書
評
で
あ

る
。
中
国
の
上
海
に
あ
る
一
九
六
六
年
以
降
生
ま
れ
の
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
四
六
戸
に
対
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
し
た
の
が
本
書
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
現
代
中
国

家
庭
に
お
け
る
個
人
化
と
い
う
現
象
を
解
明
す
る
鍵
と
言
え
る
。

家
族
の
個
人
化
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
下
で
、
彭
氏
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
一
人
っ
子
の
個
人
化
、
男
尊
女
卑
と

い
う
伝
統
の
変
質
、
親
子
関
係
な
ど
の
ミ
ク
ロ
な
側
面
を
詳
し

く
解
明
し
て
い
る
。
な
お
、
本
書
の
さ
ら
な
る
発
展
の
可
能
性

と
し
て
、
男
女
の
結
婚
を
契
機
と
し
て
変
動
す
る
家
族
内
部
の

権
力
関
係
や
、
西
洋
の
理
論
で
は
捉
え
き
れ
な
い
儒
教
文
化
圏

で
あ
る
東
ア
ジ
ア
社
会
の
個
人
化
、
家
庭
と
い
う
親
密
圏
の
個

人
化
が
公
共
圏
に
与
え
る
影
響
な
ど
の
課
題
が
残
っ
て
お
り
、

今
後
の
よ
り
深
い
研
究
が
期
待
で
き
る
。 

（
温
秋
穎
） 

 

○
比
護
遥
「
情
報
技
術
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
―

Thom
as 

S. 
M

ullaney. 
The 

C
hinese 

Typew
riter: 

A 
H

istory

―
」 

 

本
稿
は
、Thom

as S. M
ullaney. The Chinese Typewriter: A 

H
istory (M

IT Press, 

二
〇
一
七) 

の
日
本
の
読
者
に
向
け
た

紹
介
お
よ
び
書
評
で
あ
る
。
評
者
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
前
史

に
あ
た
る
中
国
語
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
歴
史
」
を
辿
る
本
書

を
、
章
ご
と
に
丁
寧
に
ま
と
め
、
東
ア
ジ
ア
史
研
究
や
メ
デ
ィ

ア
史
と
い
っ
た
領
域
に
お
け
る
本
書
の
位
置
づ
け
を
論
じ
た
上

で
、
最
後
に
「
中
国
史
研
究
者
に
と
ど
ま
ら
ず
広
く
読
ま
れ
る

べ
き
一
冊
で
あ
る
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
評
者
の
コ
メ
ン

ト
の
中
で
、
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
ラ
ジ
オ

の
普
及
と
発
音
の
標
準
化
と
の
関
係
は
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て

い
た
が
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
技
術
革
新
が
言
語
に
与
え

る
影
響
に
関
し
て
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

指
摘
は
興
味
深
い
。
こ
の
点
を
深
く
掘
り
下
げ
る
た
め
に
、
著

者
の
マ
ラ
ニ
ー
（
お
よ
び
評
者
）
の
今
後
の
研
究
が
期
待
で
き

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
書
は
、
欧
米
な
い
し
中
国
に
お
い
て
も

好
評
を
得
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
は
関
連
情
報
が
少
な

か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
漢
字
を
共
有
す
る
東
ア
ジ
ア
圏
の
近
代

史
を
振
り
返
る
上
で
「
技
術
言
語
学
」
と
い
う
新
た
な
見
方
を

提
示
す
る
興
味
深
い
こ
の
一
冊
を
、
評
者
が
日
本
の
読
者
に
紹

介
す
る
意
義
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
欲
を
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
欧

米
と
中
国
で
本
書
が
ど
う
評
価
さ
れ
て
き
た
の
か
に
も
触
れ
て

欲
し
か
っ
た
。 

（
王
令
薇
） 
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ク
ラ
ス
へ
の
ま
な
ざ
し
、「
在
日
」
へ
の
注
目
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
戦
争
責
任
を
め
ぐ
る
日
独
比
較
と
グ
ロ
ー
バ
ル

に
拡
張
さ
れ
た
反
戦
意
識
─
と
い
っ
た
多
様
な
視
点
か
ら
分
析

さ
れ
て
い
る
。
著
者
と
同
じ
く
韓
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
深

い
関
心
を
寄
せ
る
評
者
は
、
い
く
つ
か
の
留
保
を
つ
け
な
が
ら

も
、
韓
国
現
代
史
理
解
に
必
須
か
つ
東
ア
ジ
ア
の
ポ
ス
ト
コ
ロ

ニ
ア
ル
問
題
を
考
え
て
い
く
上
で
重
要
な
試
み
で
あ
る
と
評
価

し
て
い
る
。 

（
松
尾
理
也
） 

 

○
彭
永
成
「
中
国
に
お
け
る
「
家
族
の
個
人
化
」
の
形
―
《
谁

在
你
家 

中
国
〝
个
体
家
庭
〟
的
选
择
》
―
」 

本
稿
は
、
伝
統
社
会
か
ら
現
代
社
会
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
中

国
に
お
け
る
家
族
の
個
人
化
を
主
題
と
し
た
『
谁
在
你
家 

中

国
〝
个
体
家
庭
〟
的
选
择
』
と
い
う
学
術
書
を
扱
う
書
評
で
あ

る
。
中
国
の
上
海
に
あ
る
一
九
六
六
年
以
降
生
ま
れ
の
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
四
六
戸
に
対
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
し
た
の
が
本
書
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
現
代
中
国

家
庭
に
お
け
る
個
人
化
と
い
う
現
象
を
解
明
す
る
鍵
と
言
え
る
。

家
族
の
個
人
化
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
下
で
、
彭
氏
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
一
人
っ
子
の
個
人
化
、
男
尊
女
卑
と

い
う
伝
統
の
変
質
、
親
子
関
係
な
ど
の
ミ
ク
ロ
な
側
面
を
詳
し

く
解
明
し
て
い
る
。
な
お
、
本
書
の
さ
ら
な
る
発
展
の
可
能
性

と
し
て
、
男
女
の
結
婚
を
契
機
と
し
て
変
動
す
る
家
族
内
部
の

権
力
関
係
や
、
西
洋
の
理
論
で
は
捉
え
き
れ
な
い
儒
教
文
化
圏

で
あ
る
東
ア
ジ
ア
社
会
の
個
人
化
、
家
庭
と
い
う
親
密
圏
の
個

人
化
が
公
共
圏
に
与
え
る
影
響
な
ど
の
課
題
が
残
っ
て
お
り
、

今
後
の
よ
り
深
い
研
究
が
期
待
で
き
る
。 

（
温
秋
穎
） 

 

○
比
護
遥
「
情
報
技
術
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
―

Thom
as 

S. 
M

ullaney. 
The 

C
hinese 

Typew
riter: 

A 
H

istory

―
」 

 

本
稿
は
、Thom

as S. M
ullaney. The Chinese Typewriter: A 

H
istory (M

IT Press, 

二
〇
一
七) 

の
日
本
の
読
者
に
向
け
た

紹
介
お
よ
び
書
評
で
あ
る
。
評
者
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
前
史

に
あ
た
る
中
国
語
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
歴
史
」
を
辿
る
本
書

を
、
章
ご
と
に
丁
寧
に
ま
と
め
、
東
ア
ジ
ア
史
研
究
や
メ
デ
ィ

ア
史
と
い
っ
た
領
域
に
お
け
る
本
書
の
位
置
づ
け
を
論
じ
た
上

で
、
最
後
に
「
中
国
史
研
究
者
に
と
ど
ま
ら
ず
広
く
読
ま
れ
る

べ
き
一
冊
で
あ
る
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
評
者
の
コ
メ
ン

ト
の
中
で
、
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
ラ
ジ
オ

の
普
及
と
発
音
の
標
準
化
と
の
関
係
は
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て

い
た
が
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
技
術
革
新
が
言
語
に
与
え

る
影
響
に
関
し
て
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

指
摘
は
興
味
深
い
。
こ
の
点
を
深
く
掘
り
下
げ
る
た
め
に
、
著

者
の
マ
ラ
ニ
ー
（
お
よ
び
評
者
）
の
今
後
の
研
究
が
期
待
で
き

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
書
は
、
欧
米
な
い
し
中
国
に
お
い
て
も

好
評
を
得
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
は
関
連
情
報
が
少
な

か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
漢
字
を
共
有
す
る
東
ア
ジ
ア
圏
の
近
代

史
を
振
り
返
る
上
で
「
技
術
言
語
学
」
と
い
う
新
た
な
見
方
を

提
示
す
る
興
味
深
い
こ
の
一
冊
を
、
評
者
が
日
本
の
読
者
に
紹

介
す
る
意
義
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
欲
を
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
欧

米
と
中
国
で
本
書
が
ど
う
評
価
さ
れ
て
き
た
の
か
に
も
触
れ
て

欲
し
か
っ
た
。 

（
王
令
薇
） 
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