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英
語
論
文
掲
載
誌
で
あ
る
厨
J
A
の
著
者
紹
介
に
よ
れ
ば
ラ
ス
ロ
は
一
九
三
二
年
ブ
ダ
ペ
ス
ト
生
ま
れ
｡
こ
の
論
文
の
前
年
や
は
り
B

J
A
に
発
表
さ
れ
た
別
の
論
文
.
一
p
i
a
n
O

P
e
r
f
O
r
ヨ
a
n
C
e

M
e
m
O
r
y
ミ
で
自
ら
明
言
す
る
と
こ
ろ
､
彼
は
哲
学
者
で
あ
る
と
同
時

に
職
業
的
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
も
あ
る
と
い
う
｡
な
お
こ
の
こ
と
は
､
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
自
ら
の
経
験
に
基
づ
い
て
考
察
を
進
め
る
と
い

う
こ
の
論
考
全
体
の
特
色
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
二
つ
の
論
文
は
一
九
六
六
年
十
一
月
に

→
b
e

B
r
i
t
i
s
h

S
O
C
i
e
t
y

Of

A
e
s
t
h
e
t
i
c
s

の
た
め
に
ピ
ア
ノ
演
奏
の
実

例
を
入
れ
て
行
な
わ
れ
た
講
演
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
｡
両
論
文
に
お
い
て
基
本
的
主
張
が
同
一
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
､

｢
改
訂
版
｣
と
称
す
る
イ
タ
リ
ア
語
版
は
論
述
の
構
成
の
点
で
英
語
版
か
ら
若
干
離
れ
て
お
り
､
そ
の
結
果
と
し
て
結
論
そ
の
も
の
の
重



点
の
置
き
方
に
や
や
ず
れ
を
認
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
｡
本
稿
で
は
著
者
の
手
直
し
を
尊
重
し
て
イ
タ
リ
ア
語
版
の
ほ
う
を
主
に

紹
介
の
対
象
と
し
､
適
宜
英
語
版
も
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
な
お
本
稿
申
訳
語
に
原
語
を
添
え
る
場
合
は
､
同
定
可
能
な
限
り
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
英
語
に
よ
る
こ
と
に
す
る
｡

こ
の
論
考
の
主
題
は
､
→
高
忠
実
度
の
ス
テ
レ
オ
方
式
に
よ
る
音
再
生
技
術
が
こ
こ
数
年
目
覚
し
く
改
善
さ
れ
､
レ
コ
ー
ド
が
『
お
宅

に
音
楽
の
生
き
た
音
を
お
届
け
し
ま
す
』
､
と
宣
伝
文
句
に
言
う
よ
う
な
事
態
が
.
生
じ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
｣

(
伊
､
三
三
七
頁
)

今
日
の
状
況
に
お
い
て
も
な
お
人
々
が
コ
ン
サ
ー
ト
に
足
を
運
ぶ
の
は
な
ぜ
か
､
と
い
う
点
に
あ
る
｡
な
お
こ
の
論
考
の
設
定
で
は
｢
レ

コ
ー
ド
が
音
楽
の
音
を
こ
の
上
な
く
高
い
忠
実
度
で
再
現
す
る
と
仮
定
し
て
も
｣

(
英
､
二
六
一
頁
)
､
と
あ
る
よ
う
に
生
演
奏
と
レ
コ

ー
ド
の
音
質
上
の
差
異
は
度
外
視
さ
れ
て
い
る
｡

さ
て
人
が
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
く
動
機
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
｡
し
か
し
虚
栄
心
を
充
た
す
た
め
や
単
な
る
新
し
さ
を
求
め
る
た
め
で
は
な

く
真
に
音
楽
を
楽
し
む
た
め
に
コ
ン
サ
ー
ト
を
好
む
人
々
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
､
｢
演
奏
会
の
会
場
の
雰
囲
気
に
は
何
か
が
あ
る
｡
お
そ

ら
く
は
芸
術
家
〔
演
奏
家
〕
と
聴
衆
の
接
触
の
う
ち
に
､
全
く
独
特
の
楽
し
み
を
与
え
て
く
れ
る
何
か
が
あ
る
｡
｣

(
伊
､
三
四
〇
頁
)

生
演
奏
だ
け
に
あ
っ
て
レ
コ
ー
ド
で
は
味
わ
え
な
い
こ
の
｢
何
か
｣
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
､
言
い
換
え
れ
ば
｢
生
演
奏
に
一
層

す
ぐ
れ
た
美
的
価
値
を
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
､
音
楽
享
受
の
経
験
に
則
す
る
限
り
に
お
い
て
の
音
楽
哲
学
の
鏡
野
に
お
い
て

検
証
す
る
こ
と
｣

(
伊
､
三
四
一
頁
)
､
そ
れ
が
こ
の
論
考
の
目
的
な
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
二
つ
の
問
い
が
立
て
ら
れ
､
そ
れ
に
答
え
る

形
で
考
察
が
進
め
ら
れ
る
｡

H

｢
音
楽
愛
好
家
は
演
奏
に
何
を
見
出
す
か
｣

0

｢
生
演
奏
を
聴
く
ほ
う
が
レ
コ
ー
ド
で
再
生
さ
れ
た
演
奏
を
聴
く
よ
り
優
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
｣
(
伊
､
三
四
一
頁
)

な
お
英
語
版
で
は
H
､
口
は
そ
れ
ぞ
れ
｢
聴
覚
的
要
素
｣
､
｢
視
覚
的
要
素
｣
と
標
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
｡
(
イ
タ
リ
ア
語
版
に
は
標

題
は
も
ち
ろ
ん
､
節
分
け
と
い
う
も
の
が
一
切
な
い
｡
)

二
七
一



二
七
二

(
一
)

音
楽
の
美
的
享
受
を
も
た
ら
す
質
を
著
者
は
広
義
の
｢
意
味
(
ヨ
e
a
n
i
n
g
)
｣
(
伊
､
三
四
二
頁
)
と
呼
ぶ
｡
し
か
し
こ
の
､
｢
音

楽
に
内
在
し
お
そ
ら
く
は
全
く
独
自
の
｣
(
同
)
意
味
と
は
何
か
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
説
が
あ
る
｡
そ
の
う
ち
特
に
注
目
す
べ
き

は
感
情
直
接
表
現
説
と
芸
術
言
語
説
で
あ
る
｡
ど
ち
ら
も
芸
術
の
本
質
が
感
情
表
現
に
か
か
わ
る
と
す
る
点
で
は
等
し
い
が
･
､
前
者
が
直

接
性
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
後
者
は
芸
術
を
一
種
の
言
語
と
考
え
る
｡
そ
れ
は
一
種
の
象
徴
と
し
て
受
け
手
に
感
情
を
指
示
す
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
そ
れ
自
体
が
情
動
的
(
e
ヨ
○
-
i
く
e
)
で
あ
る
の
で
は
な
い
○
こ
こ
で
ラ
ス
ロ
は
ラ
ン
ガ
一
に
代
表
さ
れ
る
象
徴
説
を
斥
け

る
0
音
楽
は
そ
れ
自
体
の
外
に
指
示
対
象
を
持
ち
え
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
彼
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
､
コ
リ
ソ
ウ
ッ
ド
ら
の

表
現
説
を
受
け
入
れ
､
｢
音
楽
の
音
環
は
〔
中
略
〕
芸
術
家
の
感
情
の
直
接
表
現
で
あ
る
｣
(
英
､
二
六
四
頁
､
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ

ク
)
と
結
論
す
る
｡
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
生
ず
る
｡
芸
術
家
の
自
己
表
現
と
し
て
の
音
楽
作
品
が
そ
れ
を
聴
く
老

に
美
的
享
受
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
は
な
ぜ
か
｡
ま
た
同
じ
問
題
の
別
の
相
面
と
し
て
､
音
楽
が
表
現
す
る
の
は
作
曲
家
の
感
情
か
そ
れ

と
も
演
奏
家
の
感
情
か
､
と
問
う
こ
と
も
で
き
る
｡
両
者
が
完
全
に
重
な
り
合
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
こ
の
問
題
に
ラ
ス
ロ
は
こ
う

答
え
る
｡
｢
音
楽
作
品
は
､
そ
の
創
造
に
霊
感
を
与
え
た
ま
さ
に
そ
の
情
動
だ
け
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
､
芸
術
的
感
性
を
あ
る
程
度

備
え
た
人
な
ら
だ
れ
で
も
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
の
人
間
の
類
型
的
情
動
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
｡
｣
(
伊
､
三
五
二
頁
､
傍
点
は
原

文
イ
タ
リ
ッ
ク
)
作
曲
家
が
自
己
の
感
情
を
表
現
す
る
と
は
､
人
間
普
遍
的
な
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
り
そ
れ
故
に
こ
そ
そ
の
感
情
､

そ
の
作
品
は
受
け
手
に
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
を
演
奏
家
と
の
関
係
で
言
え
ば
､
｢
真
の
演
奏
家
は
作
曲
家
が
作
品
を
創
造

す
る
際
感
じ
た
の
と
同
じ
情
動
の
種
を
感
じ
て
そ
の
情
動
の
同
じ
相
を
蘇
ら
せ
る
｡
｣
(
伊
､
三
五
三
頁
､
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
)

か
く
し
て
(
一
)
の
問
い
に
対
す
る
解
答
が
与
え
ら
れ
た
｡



(
l
〇

次
に
､
演
奏
の
こ
の
よ
う
な
本
質
に
鑑
み
て
生
演
奏
が
レ
コ
ー
ド
よ
り
優
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
が
吟
味
さ
れ
る
｡
演
奏
と
は
作
曲
家

の
感
情
を
演
奏
家
か
ら
聴
衆
に
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
る
が
､
こ
の
伝
達
は
音
だ
け
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
視
覚
的
要
素
を
つ
う

じ
て
も
達
成
さ
れ
る
｡
｢
演
奏
中
､
演
奏
家
は
お
そ
ら
く
無
意
識
の
う
ち
に
挙
動
(
c
O
ヨ
p
O
r
-
ヨ
e
コ
ー
)
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
､
あ
ら
ゆ

る
動
作
(
g
e
s
t
u
r
e
)
､
あ
ら
ゆ
る
顔
の
表
情
に
よ
っ
て
自
ら
の
感
情
を
表
現
し
て
い
る
｡
｣
(
伊
､
三
五
五
貢
)
そ
の
例
と
し
て
著

者
が
挙
げ
る
の
は
､
演
奏
家
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
音
を
繋
げ
て
弾
く
の
を
見
る
こ
と
が
講
書
を
連
続
す
る
も
の
と
し
て
聴
く
こ
と
へ
の
助

け
と
な
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
ま
た
ピ
ア
ノ
演
奏
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
音
の
中
で
の
ク
レ
ッ
シ
ュ
ン
ド
が
演
奏
者
の
自
然
な
体
の
動
き

に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
と
い
う
事
例
も
挙
げ
ら
れ
る
｡
こ
の
場
合
､
音
そ
の
も
の
と
し
て
は
客
観
的
に
何
の
変
化
も
し
て
い
な
い
､
と
い

ぅ
よ
り
む
し
ろ
物
理
的
に
は
減
衰
し
て
さ
え
い
て
､
演
奏
家
と
そ
れ
に
応
じ
て
聴
衆
と
が
ク
レ
ッ
シ
エ
ン
ド
を
感
じ
て
い
る
の
み
で
あ
る
｡

こ
の
主
観
性
こ
そ
が
｢
芸
術
家
〔
演
奏
家
〕
と
聴
衆
の
問
の
其
の
伝
達
(
c
O
ヨ
m
u
n
i
c
a
I
i
O
n
)
｣
を
あ
ら
し
め
て
い
る
｡
し
か
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
こ
の
伝
達
が
聴
覚
的
要
素
と
視
覚
的
要
素
と
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ

る
｡
｢
.
ハ
レ
ー
の
観
衆
が
†
ハ
レ
ー
音
楽
を
振
り
付
け
の
妄
素
と
し
て
『
見
る
』
の
と
同
じ
よ
う
に
､
コ
ン
サ
ー
ト
の
聴
衆
は
演
奏
の
光

景
を
音
楽
の
一
要
素
と
し
て
『
聴
く
』
の
で
あ
る
｡
｣
(
英
､
二
七
二
貢
)
こ
の
事
態
を
ラ
ス
ロ
は
｢
共
感
覚
的
統
一
(
s
y
n
a
e
s
t
h
e
t
･

i
c
亡
n
i
t
y
)
｣
と
呼
ぶ
｡
｢
演
奏
中
､
芸
術
家
〔
雲
家
〕
の
精
神
に
は
ひ
と
つ
の
動
的
世
界
の
全
体
が
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
諸
要

素
は
ひ
と
つ
の
共
感
覚
的
統
一
体
へ
と
溶
け
合
い
､
そ
の
統
一
体
が
音
楽
性
の
表
現
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
実
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
0

こ
の
動
的
全
体
性
か
ら
聴
老
に
伝
達
さ
れ
る
の
は
音
楽
の
音
だ
け
で
は
な
い
｡
音
楽
の
意
味
も
が
伝
え
ら
れ
､
し
か
も
こ
の
意
味
は
演
奏

中
の
芸
術
家
の
挙
動
の
総
体
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
強
調
さ
れ
る
｡
｣
(
伊
､
三
五
八
頁
､
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
)
他
方
そ
れ
を
受

け
取
る
聴
者
は
こ
の
主
観
性
に
｢
感
染
し
(
公
O
n
-
a
g
i
ト
ハ
r
◎
)
｣
(
同
頁
)
､
そ
の
結
果
と
し
て
情
動
の
客
観
的
伝
達
が
行

二
七
三



二
七
四

な
わ
れ
る
｡
こ
の
｢
感
情
の
微
妙
な
受
け
渡
し
｣
(
同
)
､
こ
の
全
体
性
の
伝
達
､
こ
の
主
観
性
の
感
染
が
､
｢
演
奏
を
そ
の
多
岐
に
わ

た
る
詳
細
の
全
体
に
お
い
て
享
受
す
る
｣
(
伊
､
三
五
九
頁
)
生
演
奏
に
お
い
て
一
層
完
全
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
｡

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
演
奏
家
の
｢
生
き
た
現
前
(
=
く
㌢
g

p
r
e
s
e
n
c
e
)
｣
(
英
､
二
七
二
貢
)
､
演
奏
家
と
聴
衆
の
間
に
存
す
る

｢
人
格
的
接
触
(
c
O
n
-
a
-
-
O

p
e
r
S
O
邑
e
)
｣
(
伊
､
三
五
九
頁
)
に
よ
っ
て
こ
そ
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
た
だ

し
､
だ
か
ら
と
言
っ
て
レ
コ
ー
ド
が
存
在
価
値
を
失
う
と
考
え
る
必
要
は
な
い
｡
レ
コ
ー
ド
の
提
供
す
る
諸
々
の
便
益
は
否
定
し
難
い
か

ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
生
演
奏
と
レ
コ
ー
ド
と
は
互
い
に
他
を
排
除
し
合
う
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
別
の
存
在
価
値
を
有
し

て
い
る
｡
｢
生
演
奏
は
､
良
い
音
楽
の
も
た
ら
す
享
受
の
豊
か
さ
を
評
価
す
る
人
々
の
あ
る
限
り
存
在
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
｡
｣
(
同
)

(
な
お
英
語
版
で
は
最
後
に
Ⅲ
と
し
て
､
｢
聴
覚
的
要
素
と
視
覚
的
要
素
の
統
一
｣
と
題
す
る
小
さ
な
一
節
が
設
け
ら
れ
て
い
て
､
そ
こ

で
は
さ
き
ほ
ど
本
稿
で
｢
共
感
覚
的
統
こ
と
し
て
紹
介
し
た
よ
う
な
内
容
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
)

さ
て
､
ラ
ス
ロ
の
考
察
の
あ
ら
ま
し
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
｡
我
々
と
し
て
は
ま
ず
､
二
十
年
近
く
前
の
こ
の
論
考
を
今
取
り
上
げ

る
こ
と
の
意
義
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
｡
こ
れ
の
善
か
れ
た
一
九
六
〇
年
代
は
音
の
再
生
技
術
が
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
､
そ
の

歩
み
の
あ
ま
り
の
見
事
さ
に
人
品
､
将
来
の
あ
る
日
原
音
と
全
く
等
し
い
再
生
音
が
出
現
す
る
こ
と
を
夢
見
た
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
音
楽
に
か
か
わ
る
人
々
､
と
り
わ
け
演
奏
家
と
聴
衆
に
と
っ
て
､
レ
コ
ー
ド
が
原
音
と
同
一
の
も
の
を
再
生
す

る
場
合
で
も
生
演
奏
は
そ
の
存
在
価
値
を
失
わ
ず
に
い
ら
れ
る
か
否
か
､
と
い
う
問
題
は
き
わ
め
て
現
実
的
な
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

今
日
の
状
況
は
ど
う
か
｡
音
再
生
技
術
は
さ
ら
に
目
を
見
張
る
ば
か
り
に
改
善
さ
れ
､
そ
の
上
カ
ラ
ー
映
像
に
よ
っ
て
､
演
奏
者
の
姿

や
時
に
は
演
奏
会
場
の
雰
囲
気
ま
で
も
再
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
｡
生
演
奏
の
存
在
価
値
を
問
う
状
況
は
一
層
尖

鋭
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
状
況
で
ラ
ス
ロ
の
考
察
が
も
は
や
全
幅
の
妥
当
性
を
持
た
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
｡
レ
コ



ー
ド
に
欠
け
て
い
た
視
覚
的
要
素
は
録
画
機
構
に
よ
っ
て
充
分
補
わ
れ
､
そ
の
上
演
奏
会
場
で
は
一
定
距
離
､
一
方
向
か
ら
し
か
見
え
な

か
っ
た
演
奏
者
の
姿
が
録
画
で
は
全
方
向
か
ら
､
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
距
離
で
再
現
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
大
き
な
ホ
･
-
ル
の
は
る
か
か
な
た
か

ら
舞
台
を
眺
め
る
の
に
比
べ
て
､
像
と
し
て
は
る
か
に
克
明
で
あ
る
ば
か
り
か
､
客
席
か
ら
.
で
は
決
し
て
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
像
､

た
と
え
ば
指
揮
者
の
表
情
や
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
の
指
づ
か
い
を
映
し
出
す
こ
と
も
で
き
る
｡

も
し
我
々
が
ラ
ス
P
の
論
考
に
お
い
て
視
覚
的
要
素
の
強
調
だ
け
を
読
み
取
る
な
ら
､
そ
れ
は
も
は
や
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
無
価
値

な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
彼
の
考
察
に
は
よ
り
根
源
的
で
そ
れ
故
一
層
広
い
射
程
を
有
す
る
も
う
ひ
と

っ
の
論
点
が
あ
る
｡
さ
き
ほ
ど
の
紹
介
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
著
者
は
必
ず
し
も
こ
の
問
題
を
充
分
に
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
尤
い

が
､
彼
の
論
述
の
中
に
は
生
演
奏
に
お
け
る
視
覚
的
要
素
の
重
要
性
を
現
前
の
概
念
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
方
向
を
は
っ
き
り
と

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
現
前
の
問
題
に
ま
で
掘
り
下
げ
ら
れ
る
と
き
､
生
演
奏
と
レ
コ
ー
ド
の
差
異
は
決
し
て

表
面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
音
楽
美
学
に
と
っ
て
あ
る
本
質
的
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
な
る
｡
そ
の
意
味
で
ラ
ス
ロ
の
論
考

は
今
日
で
も
な
お
現
実
性
を
失
っ
て
は
い
な
い
｡
我
々
は
今
述
べ
た
よ
う
な
展
望
に
立
っ
て
､
ラ
ス
ロ
の
立
て
た
問
題
の
意
味
を
考
え
て

み
た
い
｡

生
演
奏
と
レ
コ
ー
ド
の
関
係
は
演
劇
と
映
画
の
関
係
と
並
行
す
る
部
分
が
大
き
い
｡
も
っ
と
も
映
画
が
演
劇
の
忠
実
な
再
現
た
る
こ
と

を
や
め
､
独
立
し
た
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
認
め
ら
れ
て
す
で
に
久
し
い
の
に
対
し
て
､
レ
コ
ー
ド
は
今
で
も
基
本
的
に
は
実
際
の
演
奏
を
そ
の
ま
ま

再
生
す
る
こ
と
を
目
指
し
､
生
演
奏
と
は
異
な
る
芸
術
的
理
念
に
基
づ
く
､
真
の
意
味
で
独
立
し
た
｢
レ
コ
ー
ド
芸
術
｣
な
る
も
の
は
少

な
く
と
も
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
現
わ
れ
て
い
な
い
｡
と
は
い
え
い
ず
れ
も
こ
の
世
に
一
度
は
現
実
に
生
起
し
た
事
件
の
写
し
で
あ
る
こ
と

に
は
変
わ
り
が
な
い
｡
さ
て
こ
の
演
劇
と
映
画
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
に
H
･
ダ
イ
エ
の
『
演
劇
の
本
質
』

(
佐
々
木
健
一
訳
､
T
B
S

ブ
リ
タ
ニ
カ
､
一
九
七
六
年
｡
フ
ラ
ン
ス
語
原
書
は
一
九
四
三
年
)

の
一
節
が
あ
る
｡
他
な
ら
ぬ
｢
現
前
｣
と
い
う
表
題
を
冠
す
る
第
一

章
の
第
二
節
｢
演
劇
と
映
画
｣
で
ダ
イ
エ
は
我
々
の
問
題
と
驚
く
ほ
ど
似
通
っ
た
事
態
を
鋭
く
と
ら
え
て
い
る
｡
｢
映
画
が
色
彩
と
立
体

二
七
五



二
七
六

観
を
与
え
る
よ
う
に
な
り
､
視
覚
的
錯
覚
が
完
壁
に
な
っ
た
と
し
て
も
､
決
し
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
錯
覚
が

一
つ
あ
る
｡
そ
れ
は
す
な
わ
ち
ス
ク
リ
ー
ン
の
上
を
動
く
影
と
わ
れ
わ
れ
が
同
じ
時
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
錯
覚
､
同
じ
瞬
間
に
同
じ

空
間
の
断
片
の
な
か
で
同
じ
空
気
を
呼
吸
し
て
い
る
､
と
い
う
錯
覚
で
あ
る
｡
｣

(
訳
書
､
三
二
頁
)
こ
の
言
葉
が
ラ
ス
ロ
の
言
う
｢
生
き

た
現
前
｣
と
何
と
見
事
に
響
き
合
う
こ
と
か
｡
ま
た
｢
演
奏
家
と
聴
衆
の
間
の
真
の
伝
達
｣
あ
る
い
は
両
者
の
間
に
存
す
る
｢
人
格
的
接

触
｣
と
ラ
ス
P
の
呼
ぶ
事
態
に
関
し
て
も
グ
イ
エ
の
中
に
す
ぐ
れ
た
指
摘
が
見
出
さ
れ
る
｡
我
々
が
あ
る
俳
優
を
舞
台
で
見
た
こ
と
が
あ

る
と
き
我
々
は
(
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
)
そ
の
俳
優
を
｢
知
っ
て
い
る
(
c
O
n
コ
a
ご
r
e
)

｣
と
言
う
0
こ
の
｢
か
か
わ
り
｣

は
決
し
て
一
方
向
の
も
の
で
は
な
い
｡
｢
わ
れ
わ
れ
が
芸
術
家
を
､
そ
の
演
技
の
個
性
に
注
意
し
っ
つ
､
見
つ
め
て
い
る
間
､
俳
優
は
一

個
の
塊
と
な
っ
た
集
団
を
見
て
い
る
｣

(
三
八
頁
)

の
で
あ
り
､
そ
の
意
味
で
観
衆
も
ま
た
｢
多
様
で
無
名
の
現
前
｣
.
(
同
､
傍
点
浮
上
)

と
な
る
｡
｢
俳
優
は
私
を
見
は
し
な
い
｡
だ
が
彼
は
私
が
そ
の
な
か
の
山
人
で
あ
る
客
席
を
見
て
い
る
｡
俳
優
は
私
の
こ
と
を
考
え
は
し

な
い
｡
し
か
し
､
彼
は
､
私
の
顔
が
そ
の
実
体
の
l
片
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
､
顔
を
も
た
な
い
こ
の
存
在
者
を
考
え
て
い
る
｡
私
は

彼
に
と
っ
て
何
者
か
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
か
と
い
っ
て
何
者
で
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
は
互
い
に
他
に
よ
っ
て
生
き

て
い
る
｡
〔
中
略
〕
私
は
彼
の
現
前
に
応
え
る
現
前
で
あ
り
､
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
以
前
に
近
づ
き
に
な
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
､
互
い

の
存
在
を
認
め
あ
っ
て
い
た
｡
｣

(
三
八
-
三
九
頁
)
こ
の
ダ
イ
エ
の
考
察
が
､
演
劇
と
音
楽
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
異
な
り
に
伴
う
僅
か

の
必
要
な
変
更
を
加
え
た
だ
け
で
､
我
々
が
対
象
と
す
る
問
題
に
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
我
々
は
ラ
ス

ロ
の
提
示
し
た
考
え
の
一
層
の
深
ま
り
を
グ
イ
エ
に
お
い
て
見
出
し
た
｡

と
こ
ろ
で
生
演
奏
対
レ
コ
ー
ド
と
い
う
問
題
設
定
は
さ
ら
に
別
の
展
開
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
た
と
え
ば
ラ
ジ
オ

で
た
ま
た
ま
瀾
こ
え
て
い
る
曲
を
演
奏
し
て
い
る
の
が
誰
な
の
か
を
知
ら
な
い
場
合
と
知
っ
て
い
る
場
合
と
で
は
､
そ
れ
を
聴
い
た
我
々

の
受
け
る
印
象
は
同
じ
演
奏
で
も
大
い
に
異
な
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
｡
そ
の
異
な
り
の
原
因
は
-
ご
く
個
人
的
な
も
の
は
除
く
と

し
て
も

ー
､
年
代
的
､
民
族
的
演
奏
様
式
の
掛
酌
や
､
合
奏
で
あ
れ
ば
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
組
合
せ
に
対
す
る
興
味
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ



ろ
う
｡
そ
れ
ら
は
ひ
と
つ
の
演
奏
に
対
し
て
外
在
的
で
あ
り
聴
者
の
主
観
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
ラ
ス
ロ
も
述
べ
て
い
た
よ
う

に
(
伊
､
三
五
七
頁
)
､
演
奏
の
客
観
的
あ
り
か
た
と
し
て
は
む
し
ろ
減
衰
す
る
ピ
ア
ノ
の
一
昔
が
､
演
奏
者
の
内
発
的
な
体
の
動
き
に

ょ
っ
て
ク
レ
ッ
シ
ュ
ン
ド
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
事
実
で
あ
っ
て
､
こ
の
よ
う
な
主
観
性
を
音
楽
享
受
か
ら
排
除

し
､
ひ
た
す
ら
純
粋
性
と
客
観
性
と
に
固
執
す
る
こ
と
に
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
も
の
か
｡
こ
の
間
い
は
実
の
純
粋
観
照
を

主
張
す
る
い
わ
ゆ
る
自
律
主
義
の
音
楽
美
学
を
根
本
か
ら
問
い
直
す
も
の
で
も
あ
る
｡
ラ
ス
ロ
の
論
述
に
見
ら
れ
た
主
観
性
の
強
調
(
伊
､

三
五
七
-
三
五
八
頁
)
は
こ
の
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
レ
コ
ー
ド
と
は
､
演
奏
の
中
か
ら
音
の
面
だ
け
を
切
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
音
楽
と
し
て
芸
術
的
で
あ
り
う
る
と
す
れ

ば
そ
こ
に
は
､
音
楽
芸
術
の
本
質
即
音
響
(
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
に
は
､
そ
の
欠
如
態
と
し
て
の
無
音
状
態
な
い
し
沈
黙
も
含
ま
れ
る
}

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
音
響
以
外
の
も
の
が
音
楽
に
と
っ
て
付
随
的
で
あ
っ
て
本
質
的
で
は
な
い
と
い
う
理
論
的
前
提
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
さ
も
な
け
れ
ば
.
ハ
レ
ー
や
､
､
､
ユ
ー
ジ
カ
ル
を
音
だ
け
で
体
験
す
る
場
合
の
よ
う
に
､
レ
コ
ー
ド
は
き
わ
め
て
不
完
全
で
一
面
的
で

あ
る
他
は
な
く
､
こ
の
よ
う
に
原
理
的
に
片
輪
な
も
の
を
芸
術
的
と
呼
ぶ
に
は
さ
し
つ
か
え
が
あ
ろ
う
｡
だ
が
果
た
し
て
ヨ
u
S
i
c
a
=

→
O
n
k
u
n
s
t
と
簡
単
に
言
い
切
れ
る
も
の
か
ど
う
か
｡
か
り
に
我
々
の
経
験
と
し
て
､
レ
コ
ー
ド
を
聴
い
た
時
の
感
興
と
生
演
奏
に
優

し
た
時
の
そ
れ
と
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
の
異
な
り
の
板
源
を
こ
の
音
楽
美
学
そ
の
も
の
の
問
題
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡
も
っ
と
も
こ
の
問
題
に
対
す
る
答
え
を
こ
こ
で
示
す
必
要
は
な
い
し
私
に
は
そ
の
用
意
も
な
い
｡
た
だ
言
え
る

の
は
､
生
演
奏
と
レ
コ
ー
ド
と
い
う
問
題
が
こ
れ
ほ
ど
広
く
深
い
展
開
可
能
性
を
蔵
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
節
の
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
､
ラ
ス
P
は
問
題
の
核
心
に
迫
る
い
く
つ
か
の
貴
重
な
視
点
を
提
供
し
な
が
ら
も
残
念
な
が
ら

充
分
に
そ
れ
を
展
開
し
尽
し
て
は
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
彼
の
功
績
が
消
え
る
も
の
で
は
な
い
｡

｢
レ
コ
ー
ド
が
あ
る
の
に
､
わ
ざ
わ
ざ
面
倒
な
思
い
を
し
て
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
か
け
る
必
要
が
あ
る
の
か
｣
と
い
う
日
常
的
で
現
実
的
な

二
七
七



二
七
八

問
題
を
､
｢
生
き
た
現
前
｣
あ
る
い
は
｢
人
格
的
接
触
｣
と
い
う
よ
う
な
根
本
的
観
念
に
ま
で
引
き
寄
せ
た
の
は
彼
の
こ
の
論
考
な
の
で

あ
る
q


