
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
。

○
佐
藤
彰
宣
「「
海
外
サ
ッ
カ
ー
」
の
メ
デ
ィ
ア
体
験―

映
像
へ

の
渇
望
と
食
傷
」

サ
ッ
カ
ー
が
現
在
ほ
ど
メ
ジ
ャ
ー
で
は
な
か
っ
た
一
九
九
〇

年
代
以
前
を
対
象
に
、
ニ
ュ
ー
ス
映
画
か
ら
テ
レ
ビ
番
組
、
ビ

デ
オ
、
衛
星
放
送
へ
と
い
う
映
像
メ
デ
ィ
ア
史
と
重
ね
合
わ
せ

つ
つ
、「
海
外
サ
ッ
カ
ー
」
の
メ
デ
ィ
ア
体
験
の
変
容
を
跡
付
け

て
い
る
。
か
つ
て
試
合
映
像
を
渇
望
し
て
い
た
フ
ァ
ン
た
ち
が
、

「
い
ま
こ
こ
」
の
一
回
性
に
拘
束
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、

か
え
っ
て
「
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
見
な
い
」
視
聴
態
度
が
生
み

出
さ
れ
た
と
い
う
逆
説
的
な
結
論
は
、
普
遍
的
な
メ
デ
ィ
ア
論

に
も
な
っ
て
い
る
。

人
気
が
ほ
ぼ
日
米
と
そ
の
周
辺
国
の
み
に
限
ら
れ
る
野
球
と
、

欧
州
と
南
米
を
中
心
と
し
つ
つ
全
世
界
的
な
（
し
か
し
日
本
で

は
マ
イ
ナ
ー
で
あ
っ
た
）
サ
ッ
カ
ー
と
の
対
称
性
が
、
メ
デ
ィ

ア
受
容
の
偏
差
と
し
て
現
れ
る
の
も
興
味
深
い
。
近
年
の
日
本

人
サ
ッ
カ
ー
選
手
の
海
外
で
の
活
躍
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈

へ
の
日
本
の
参
与
か
、
あ
る
い
は
野
球
と
同
様
の
ド
メ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
文
脈
へ
の
回
収
か
、
い
ず
れ
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。

国
際
的
な
比
較
研
究
に
も
開
か
れ
て
い
よ
う
。

（
比
護
遥
）

○
木
下
浩
一
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
教

育
の
課
題
」

二
〇
〇
〇
年
以
降
、
大
学
・
大
学
院
で
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
教
育
を
行
っ
て
き
た
の
か
。
筆
者
は
、
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
関
連
教
育
を
対
象
と
し
た
論
文
・
報
告
書
を
資

料
と
し
て
、
企
業
の
立
場
、
高
等
教
育
機
関
で
の
教
育
実
践
、

海
外
の
事
例
と
産
学
の
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
と
い
う
四
つ
の
側
面

か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。
近
年
の
メ
デ
ィ
ア
現
場
で

は
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
が
す
で
に
「
限
界
」
に
直
面
し
、
企
業
は
新
人
教

育
の
前
倒
し
や
外
部
化
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た

ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
大
学
が
新
聞
学
科
を
開
設
し
、
実
習
科
目
の
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増
加
も
図
っ
て
い
る
。
日
本
新
聞
協
会
や
日
本
マ
ス
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
な
ど
の
産
学
の
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
と
し
て

の
役
割
が
期
待
で
き
る
が
、
メ
デ
ィ
ア
企
業
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

の
両
者
に
埋
め
難
い
溝
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
状
況
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
著
者
の
こ
れ

ま
で
の
ニ
ュ
ー
ス
の
娯
楽
化
へ
の
関
心
か
ら
発
展
さ
せ
た
意
欲

作
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
関
連
教
育
が
も
っ
と
も
注
力
す

べ
き
も
の
と
し
て
本
稿
の
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
的
な
論
理
的
思
考
力
」
に
関
す
る
筆
者
の
今
後
の
研
究
が

期
待
で
き
る
。

（
王
令
薇
）

○
彭
永
成
「
結
婚
式
情
報
の
メ
デ
ィ
ア
史―

新
聞
、
雑
誌
と
専

門
業
者
の
角
度
か
ら
」

結
婚
情
報
誌
『
ゼ
ク
シ
ィ
』
に
つ
い
て
多
角
的
な
考
察
を
続

け
て
い
る
論
者
に
よ
る
、「
結
婚
式
情
報
」
に
つ
い
て
の
考
察
で

あ
る
。
結
婚
情
報
が
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
流
通
す
る

の
は
、
実
は
歴
史
的
に
は
き
わ
め
て
新
し
い
事
態
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
短
い
歴
史
に
お
い
て
す
ら
、
劇
的
な
変
化
が
起
き
て

い
る
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
情
報
流

通
の
変
化
は
、
結
婚
と
い
う
人
生
の
一
大
事
に
か
か
わ
る
こ
と

で
あ
る
だ
け
に
、
人
を
愛
し
、
結
び
つ
き
、
共
同
体
を
構
築
す

る
と
い
う
人
間
の
根
本
的
な
営
み
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
、
変

容
を
強
い
て
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
社
会
史
と
し

て
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
野
心
的
な
試
み
と

い
え
よ
う
。

た
だ
、
明
治
か
ら
現
代
ま
で
の
結
婚
式
の
変
遷
を
た
ど
る
と

い
う
本
稿
の
射
程
の
長
さ
が
、
逆
に
内
容
的
な
踏
み
込
み
の
甘

さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
も
感
じ
ら
れ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

ま
た
、
読
売
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
取
り
上
げ
る
一
方
で
結

婚
に
関
す
る
専
門
業
者
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
視
野
の
広
さ
は
、

逆
に
論
考
の
焦
点
を
ぼ
か
す
結
果
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
論
者
の
問
題
意
識
を
十
分
に
検
討
す
る
に
は
長
大
な
紙

幅
が
必
要
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
も
あ
ろ
う
。
今
後
の
研
究
の

進
展
が
待
た
れ
る
。

（
松
尾
理
也
）

 

92



○
本
田
毅
彦
「
一
九
七
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
王
室
ソ
ー
プ
・
オ

ペ
ラ
を
読
み
解
く
」

本
誌
第
六
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
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
」
の
続
編
で
あ
り
、
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
化
し
た
テ
レ
ビ
「
時

代
劇
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
分
析
か
ら
そ
の
社
会
的
機
能
を
読
み
解

い
て
い
る
。
「
メ
デ
ィ
ア
化
さ
れ
た
君
主
制
」
（

）
と
い
う
主
題
は
、
こ
れ
ま
で
も
水
谷
三
公
『
イ
ギ

リ
ス
王
室
と
メ
デ
ィ
ア―

エ
ド
ワ
ー
ド
大
衆
王
と
そ
の
時
代
』

（
文
春
学
藝
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
な
ど
で
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、「
利
用
と
満
足
」
研
究
か
ら
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

ま
で
大
衆
文
化
の
中
心
的
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
ソ
ー
プ
・

オ
ペ
ラ
を
イ
ギ
リ
ス
の
「
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
」
問
題
と
し
て
検
討

し
た
視
点
は
新
し
く
、
高
く
評
価
で
き
る
。
注
記
を
見
る
限
り
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
近
年
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
も
参
照
さ
れ
て
い

る
が
、
メ
デ
ィ
ア
史
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
で
も
紹

介
さ
れ
て
い
る
「
メ
デ
ィ
ア
帝
国
主
義
」（
ジ
ョ
ン
・
ト
ム
リ
ン

ソ
ン
）
と
い
う
視
角
、
あ
る
い
は
一
九
八
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ

の
国
際
的
ヒ
ッ
ト
作
『
ダ
ラ
ス
』
の
よ
う
な
大
富
豪
一
族
の
ソ

ー
プ
・
オ
ペ
ラ
を
扱
っ
た
テ
キ
ス
ト
分
析
（
イ
エ
ン
・
ア
ン
グ
）

な
ど
と
の
相
違
点
な
ど
を
、
テ
レ
ビ
史
研
究
の
前
提
と
な
る
枠

組
み
と
し
て
示
し
て
欲
し
か
っ
た
。

（
佐
藤
卓
己
）
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M
entality " 

本
稿
は
「
和
解
学
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
へ
提
出
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
に
基
づ
く
英
語
論
文
で
あ
る
（
し

か
し
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
、
同
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
の
報
告
は

な
さ
れ
な
か
っ
た
）。
日
本
社
会
に
お
け
る
戦
争
体
験
を
め
ぐ
る

議
論
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
契
機
と
し
て
深
ま
り
を
見
せ
た
こ
と

に
注
目
し
、
そ
う
し
た
議
論
の
中
か
ら
「
暴
力
が
『
正
し
さ
』

を
帯
び
た
構
造
へ
の
問
い
」
と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
抽
出

し
た
上
で
、
国
際
的
規
模
で
の
「
和
解
学
」
の
樹
立
を
目
指
す

べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
契
機
と
す

る
議
論
で
の
世
代
間
対
立
の
顕
在
化
は
、
同
時
期
の
ド
イ
ツ
社

会
で
の
「
戦
争
の
記
憶
」
を
め
ぐ
る
世
代
間
対
立
と
対
応
し
て
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お
り
、
比
較
の
観
点
か
ら
の
作
業
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
。
ま

た
、
コ
ロ
ナ
禍
に
襲
わ
れ
た
世
界
で
沸
き
起
こ
っ
た

運
動
が
「
歴
史
に
お
け
る
責
任
」
を
問
う
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、「
暴
力
が
『
正
し
さ
』
を
帯
び
た
構

造
」
を
問
う
こ
と
を
呼
び
か
け
る
本
稿
の
趣
旨
と
響
き
合
う
も

の
、
と
思
う
。
本
稿
が
、
日
本
社
会
の
研
究
者
か
ら
の
重
要
な

提
案
と
し
て
、
と
り
わ
け
極
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
の
研
究
者

諸
氏
か
ら
の
反
響
を
得
る
こ
と
を
強
く
期
待
す
る
。

（
本
田
毅
彦
）
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