
は
じ
め
に
 
 
 

一
九
八
五
年
、
一
冊
の
論
文
集
が
出
版
さ
れ
た
。
卵
色
の
表
紙
に
シ
 
 

ン
プ
ル
な
字
体
で
 
『
比
較
文
学
・
文
化
論
集
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
印
 
 

刷
さ
れ
て
い
る
。
比
較
文
学
界
の
重
鎮
で
あ
ら
れ
る
芳
賀
徹
先
生
を
顧
 
 

問
に
迎
え
、
福
田
眞
人
、
瓜
生
研
二
、
村
上
孝
之
、
大
石
紀
一
郎
の
四
 
 

民
が
編
集
に
携
わ
れ
た
労
作
で
あ
っ
た
。
 
 
 

以
来
十
七
年
、
編
集
は
基
本
的
に
代
々
東
京
大
学
の
比
較
文
学
比
較
 
 

文
化
研
究
室
所
属
の
院
生
が
受
け
継
ぐ
と
い
う
、
い
わ
ば
永
遠
に
素
人
 
 

編
集
の
論
集
で
あ
り
な
が
ら
、
今
号
で
二
十
号
を
数
え
る
と
こ
ろ
ま
で
 
 

何
と
か
辿
り
つ
い
た
。
費
用
の
ほ
と
ん
ど
を
寄
稿
者
の
負
担
で
賄
い
、
若
 
 

干
を
前
号
ま
で
の
売
上
や
寄
付
で
補
う
と
い
う
、
経
営
的
に
は
ぎ
り
ぎ
 
 

り
の
状
態
を
相
変
わ
ら
ず
続
け
て
は
い
る
も
の
の
、
若
い
比
較
文
学
・
文
 
 

化
研
究
者
の
論
文
発
表
の
場
と
し
て
、
こ
の
小
冊
子
は
一
定
の
役
割
を
 
 

『
比
較
文
学
・
文
化
論
集
』
 
二
十
号
記
念
 
 

『
比
較
文
学
・
文
化
論
集
』
と
い
う
「
広
場
」
 
 

果
た
し
て
き
た
と
自
負
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
寄
稿
者
の
ほ
と
ん
ど
 
 

は
、
現
在
各
地
の
大
学
院
等
で
教
鞭
を
取
ら
れ
、
学
会
で
も
活
躍
さ
れ
 
 

て
い
る
。
そ
う
し
た
方
々
の
キ
ャ
リ
ア
の
あ
る
部
分
に
こ
の
論
集
が
関
 
 

わ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
の
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
 
 

で
あ
る
。
今
号
は
第
二
十
号
目
と
い
う
区
切
り
で
も
あ
り
、
こ
の
小
さ
 
 

な
、
し
か
し
誠
実
に
歩
ん
で
き
た
論
集
が
、
比
較
文
学
・
文
化
研
究
と
 
 

の
関
わ
り
で
果
た
し
て
さ
た
役
割
を
今
一
度
踏
ま
え
直
し
、
こ
れ
か
ら
 
 

の
新
た
な
歩
み
を
展
望
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
 
 

比
較
文
学
・
文
化
研
究
の
論
集
と
し
て
 
 

そ
も
そ
も
比
較
文
学
・
文
化
研
究
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
そ
 
 

れ
を
考
え
る
上
で
さ
わ
め
て
象
徴
的
な
エ
ッ
セ
イ
が
、
記
念
す
べ
き
創
 
 

刊
号
の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
芳
賀
先
生
の
手
に
な
る
エ
ッ
セ
イ
、
 
 

「
「
南
に
窓
を
」
 
1
金
素
雲
の
訳
詩
一
篇
」
 
で
あ
る
。
題
材
と
な
っ
た
 
 

深
 
見
 
 
麻
 
 4   
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田
舎
に
引
っ
込
ん
で
、
少
し
ば
か
り
の
田
畑
を
た
よ
り
に
悠
悠
自
適
 
 

の
暮
ら
し
を
し
て
い
る
ら
し
い
詩
人
の
心
情
を
歌
っ
た
詩
。
そ
こ
に
感
 
 

じ
ら
れ
る
う
ら
ら
か
な
日
な
た
の
に
お
い
と
、
金
素
雲
の
訳
語
の
軽
や
 
 

の
は
、
朝
鮮
語
と
日
本
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
文
学
者
と
し
て
東
大
と
も
 
 

キ
ム
ソ
ウ
ン
 
 

線
の
深
い
金
素
雲
が
訳
し
た
、
あ
る
朝
鮮
の
詩
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
 
 

に
、
全
文
を
引
用
し
よ
う
。
 
 

雲
の
誘
ひ
に
は
乗
り
ま
す
ま
い
 
 

烏
の
こ
ゑ
は
聴
き
法
楽
で
す
 
 

唐
も
ろ
こ
し
が
熟
れ
た
ら
 
 

食
べ
に
お
出
で
な
さ
い
。
 
 

な
ぜ
生
善
て
い
る
か
つ
て
、
 
 

さ
あ
ね
 
－
。
 
 

キ
ム
サ
ン
∋
ン
 
 

（
金
素
雲
訳
『
朝
鮮
詩
集
』
よ
り
金
尚
錆
「
南
に
窓
を
」
）
 
 

南
に
窓
を
切
り
ま
せ
う
 
 

畑
が
少
し
 
 

鍬
で
掘
り
 
 

ホ
ミ
 
 

手
鍬
で
草
を
取
り
ま
せ
う
 
 

か
さ
、
伸
び
や
か
さ
、
そ
し
て
そ
れ
を
鮮
や
か
に
読
ん
で
見
せ
る
芳
賀
 
 

先
生
一
流
の
酒
脱
な
気
分
に
あ
ふ
れ
た
文
章
が
相
侯
っ
て
、
読
者
に
何
 
 

と
も
暖
か
な
心
地
よ
さ
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
滴
酒
な
エ
ッ
 
 

セ
イ
に
よ
っ
て
、
『
比
較
文
学
・
文
化
論
集
』
の
歴
史
は
始
ま
っ
た
の
で
 
 

あ
っ
た
。
 
 
 

し
か
し
こ
の
冒
頭
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
単
に
清
酒
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
 
 

な
い
。
内
容
に
お
い
て
も
そ
れ
は
、
こ
の
論
集
の
始
ま
り
に
ふ
さ
わ
し
 
 

い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
日
本
語
に
訳
さ
れ
た
こ
の
朝
鮮
詩
に
 
 

つ
い
て
「
少
し
ば
か
り
の
読
み
を
試
み
る
」
（
第
二
号
、
一
頁
）
と
い
う
 
 

体
裁
で
始
ま
っ
た
エ
ッ
セ
イ
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
読
者
が
そ
こ
に
見
 
 

出
す
も
の
は
、
単
に
一
篇
の
詩
の
解
釈
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
 
 

の
詩
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
す
る
す
る
と
手
繰
り
寄
せ
ら
れ
て
く
る
、
 
 

様
々
な
国
、
時
代
の
文
学
の
断
片
で
あ
る
。
 
 
 

詩
の
一
行
一
行
を
読
み
進
め
な
が
ら
、
或
い
は
白
秋
が
、
或
い
は
上
 
 

田
敏
訳
の
ボ
オ
ル
・
フ
ォ
オ
ル
の
詩
が
、
ま
た
途
中
に
は
文
学
を
通
り
 
 

越
し
て
日
韓
の
家
屋
の
比
戟
が
、
次
々
と
現
れ
て
は
消
え
て
い
く
。
読
 
 

者
は
書
き
手
と
共
に
一
篇
の
詩
を
読
ん
で
い
き
な
が
ら
、
実
は
書
き
手
 
 

の
連
想
と
い
う
別
の
幻
灯
を
見
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
 
 

も
充
分
知
的
で
お
も
し
ろ
い
文
章
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
も
し
も
こ
 
 

の
エ
ッ
セ
イ
が
、
こ
の
よ
う
な
書
き
手
の
気
の
赴
く
ま
ま
と
い
っ
た
連
 
 

想
を
描
写
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
な
ら
、
そ
れ
は
教
卓
書
を
飾
る
 
 
 



と
、
読
み
取
る
の
で
あ
る
（
第
一
号
、
八
・
九
頁
）
。
つ
ま
り
、
東
ア
ジ
 
 

ア
隠
者
文
学
伝
統
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
朝
鮮
語
の
原
詩
で
絶
え
て
し
ま
う
 
 

の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
日
本
語
に
訳
し
た
一
人
の
朝
鮮
人
詩
人
の
手
に
 
 

に
は
ふ
さ
わ
し
く
と
も
、
学
術
論
文
集
の
巻
頭
に
は
如
何
か
、
と
い
う
 
 

こ
と
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

し
か
し
、
や
が
て
芭
蕉
や
陶
淵
明
、
李
白
、
が
引
巷
合
い
に
出
さ
れ
 
 

る
こ
ろ
に
な
る
と
、
様
相
は
一
変
す
る
。
そ
こ
に
現
れ
る
の
は
、
束
ア
 
 

ジ
ア
隠
者
文
学
の
系
譜
と
で
も
言
う
ぺ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
一
篇
の
 
 

詩
か
ら
そ
の
豊
か
な
伝
統
が
逆
照
射
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
も
仕
掛
け
と
な
っ
た
題
材
が
金
尚
錆
の
原
詩
そ
の
も
の
で
は
な
 
 

く
、
日
本
語
へ
の
訳
詩
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
伝
統
の
照
射
 
 

は
よ
り
手
の
込
ん
だ
も
の
と
な
る
。
エ
ッ
セ
イ
の
終
盤
は
、
原
詩
に
忠
 
 

実
な
翻
訳
と
は
言
い
難
い
、
日
く
「
画
龍
点
晴
と
も
い
う
ぺ
車
」
（
第
一
 
 

号
、
八
真
）
最
後
の
二
行
へ
の
フ
ォ
ー
カ
ス
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
 
 

が
、
書
き
手
は
こ
の
二
行
を
、
金
尚
錆
が
唐
代
の
大
詩
人
李
白
を
踏
ま
 
 

え
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
の
訳
者
の
半
創
作
で
あ
り
、
 
 

こ
の
訳
詩
二
行
の
向
こ
う
に
原
詩
は
遠
の
き
、
李
白
は
さ
ら
に
遠
 
 

い
借
景
と
な
っ
た
。
し
か
も
金
尚
錆
も
李
白
も
、
訳
詩
の
奥
に
寸
 
 

分
狂
わ
ず
歪
み
も
せ
ず
に
見
え
て
い
る
、
と
い
っ
た
気
配
で
あ
る
。
 
 

な
る
新
た
な
創
作
に
も
受
け
継
が
れ
、
（
日
本
語
）
読
者
の
目
の
前
に
も
 
 

伝
え
ら
れ
た
の
だ
。
 
 

「
場
」
と
し
て
の
論
集
 
 

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
論
文
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
は
い
な
い
も
の
で
あ
 
 

る
た
め
、
影
響
関
係
の
有
無
に
つ
い
て
厳
密
な
考
証
な
ど
は
行
わ
れ
て
 
 

い
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
論
文
調
と
は
無
線
で
あ
り
な
が
ら
、
読
ん
 
 

で
い
る
側
の
知
的
好
奇
心
を
的
確
に
刺
激
す
る
。
こ
の
二
篇
の
日
本
語
 
 

訳
さ
れ
た
詩
の
向
こ
う
に
は
、
時
代
、
国
を
超
え
た
影
響
関
係
の
ネ
ッ
 
 

ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
あ
ざ
や
か
に
見
え
て
く
る
か
ら
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
あ
る
作
品
を
辛
が
か
り
と
し
て
、
そ
こ
に
合
流
す
る
様
々
 
 

な
文
化
横
断
的
な
影
響
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
て
も
 
－
 
 

テ
ー
マ
、
方
法
論
の
多
様
化
が
進
ん
だ
現
在
に
お
い
て
も
 
－
 
比
較
文
 
 

学
・
文
化
研
究
の
最
も
基
本
的
な
方
法
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
 
 

う
。
そ
も
そ
も
源
流
と
し
て
の
比
較
文
学
は
、
文
化
横
断
的
で
、
一
国
 
 

の
 
（
固
有
の
）
文
学
史
、
文
化
史
と
い
う
旧
来
の
枠
組
で
は
捉
え
垂
れ
 
 

な
い
テ
ー
マ
を
研
究
す
る
領
域
と
し
て
出
発
し
た
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
 
 

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
戟
文
学
・
文
化
研
究
は
あ
る
宿
命
的
な
特
質
 
 

を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
対
象
へ
の
多
角
的
（
多
文
化
的
）
 
 

な
視
点
と
、
そ
れ
を
支
え
る
広
汎
な
知
識
が
研
究
の
前
提
と
し
て
必
要
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＋
 
 

と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
古
今
乗
西
の
文
学
・
文
化
に
関
す
る
膨
大
 
 

な
知
識
を
、
い
た
ず
ら
に
丸
暗
記
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
難
行
苦
行
 
 

を
意
味
す
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
芳
賀
先
生
の
エ
ッ
セ
イ
が
正
 
 

に
垂
範
す
る
よ
う
に
、
根
底
に
あ
る
べ
き
は
自
由
で
感
度
の
良
い
知
的
 
 

好
奇
心
で
あ
る
。
こ
の
知
的
好
奇
心
の
し
な
や
か
さ
を
い
か
に
し
て
保
 
 

持
し
て
い
く
か
は
、
比
戟
研
究
を
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
永
遠
の
課
題
 
 

で
あ
ろ
う
。
感
覚
器
や
筋
肉
と
同
じ
く
、
こ
の
知
的
好
奇
心
と
い
う
も
 
 

の
も
ま
た
、
使
わ
な
け
れ
ば
衰
え
鈍
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
種
類
の
も
の
 
 

だ
か
ら
だ
。
常
に
新
し
い
情
報
を
求
め
、
そ
こ
か
ら
得
た
も
の
を
自
ら
 
 

の
研
究
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
。
こ
れ
が
延
々
と
続
く
こ
と
が
理
想
 
 

で
あ
ろ
う
。
 
 
 

論
集
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
果
た
す
べ
き
役
割
も
ま
た
、
こ
の
フ
ィ
ー
 
 

ド
バ
ッ
ク
の
中
に
然
る
ぺ
尊
位
置
を
占
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
は
 
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
研
究
者
が
自
ら
の
研
究
成
果
を
発
表
す
る
 
 

場
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
に
新
し
い
情
報
を
も
た
ら
す
ツ
ー
ル
で
も
あ
 
 

る
。
そ
し
て
そ
の
新
た
な
情
報
に
触
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
新
し
い
論
文
 
 

が
、
再
び
紙
面
を
飾
り
、
そ
れ
が
ま
た
他
の
研
究
者
に
新
し
い
情
報
を
 
 

与
え
て
い
く
。
こ
の
小
さ
な
論
集
も
ま
た
、
こ
の
事
福
な
フ
ィ
ー
ド
バ
 
 

ッ
ク
の
中
に
自
ら
の
体
の
大
童
さ
に
見
合
う
だ
け
の
場
所
を
占
め
た
い
 
 

と
願
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
知
的
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
装
置
と
し
て
の
役
割
な
ら
、
比
 
 

較
研
究
に
関
す
る
論
文
集
な
ら
ず
と
も
、
学
術
誌
一
般
が
持
っ
て
い
る
 
 

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
比
較
文
学
・
文
化
研
究
に
関
わ
る
論
 
 

文
集
に
お
い
て
特
に
重
要
な
の
は
、
「
場
」
と
し
て
の
開
放
性
を
い
か
に
 
 

確
保
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
×
×
学
派
の
「
牙
城
」
 
 

と
で
も
言
う
よ
う
な
閉
鎖
性
を
帯
び
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
 
 

う
に
、
様
々
な
人
々
が
行
き
交
い
、
集
う
「
広
場
」
の
よ
う
な
環
境
を
 
 

整
え
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

『
比
戟
文
学
・
文
化
論
集
』
 
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
開
放
性
の
確
保
 
 

は
、
掲
載
論
文
の
執
筆
者
の
募
集
範
囲
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
達
成
 
 

さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
東
京
大
学
比
載
文
学
・
文
化
研
究
会
の
 
 

同
人
誌
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
同
人
以
外
か
ら
の
寄
稿
を
歓
迎
し
て
 
 

き
た
こ
と
も
そ
の
た
め
の
施
策
の
一
つ
で
あ
る
し
、
ま
た
寄
稿
論
文
を
 
 

基
本
的
に
無
審
査
で
掲
載
す
る
の
も
、
出
来
る
限
り
多
く
の
若
い
研
究
 
 

者
に
現
段
階
で
の
研
究
成
果
を
発
表
す
る
「
場
」
を
提
供
す
る
こ
と
を
 
 

重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

結
果
的
に
、
多
様
な
問
題
関
心
を
有
す
る
執
筆
者
に
よ
っ
て
、
実
に
 
 

多
彩
な
テ
ー
マ
の
論
文
が
紙
面
を
彩
っ
て
き
た
。
試
み
に
創
刊
号
の
内
 
 

容
を
挙
げ
て
み
る
と
、
冒
頭
は
先
に
見
た
朝
鮮
の
詩
を
題
材
と
す
る
エ
 
 

ッ
セ
イ
、
続
い
て
、
自
伝
に
お
け
る
「
自
己
な
る
も
の
」
の
哲
学
的
考
 
 

察
、
森
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
観
、
中
国
故
事
の
日
本
に
お
け
る
翻
訳
（
意
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訳
）
物
語
で
あ
る
『
唐
物
語
』
 
の
原
典
考
察
、
明
治
初
期
の
翻
訳
小
説
 
 

『
花
柳
春
話
』
を
例
に
し
て
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
西
欧
的
恋
愛
の
受
 
 

容
を
考
察
す
る
も
の
、
フ
ラ
ン
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
エ
ド
モ
ン
ド
・
 
 

シ
ャ
ル
ル
＝
ル
ー
の
ゴ
ン
ク
ー
ル
賞
受
賞
（
一
九
六
五
）
作
『
忘
却
の
 
 

バ
レ
ル
モ
』
読
解
、
カ
フ
カ
作
品
に
お
け
る
動
物
形
象
と
カ
フ
カ
の
詩
 
 

的
自
我
と
の
関
連
を
考
察
す
る
も
の
、
一
九
一
〇
年
代
ド
イ
ツ
に
始
ま
 
 

る
表
現
主
義
演
劇
が
小
山
内
薫
に
与
え
た
影
響
、
と
古
今
東
西
に
わ
た
 
 

る
多
彩
な
テ
ー
マ
の
論
文
が
顔
を
揃
え
て
い
る
。
第
2
号
以
降
も
、
各
 
 

時
代
、
各
文
化
に
お
け
る
文
学
、
演
劇
、
写
真
、
思
想
史
、
美
学
、
哲
 
 

学
、
社
会
学
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
ク
ロ
ス
∴
ソ
ヤ
ン
ル
す
る
も
の
と
、
 
 

号
を
重
ね
る
ご
と
に
内
容
の
多
様
化
が
進
む
こ
と
は
あ
れ
、
後
退
す
る
 
 

こ
と
は
な
か
っ
た
。
 
 
 

読
者
の
中
に
は
こ
の
よ
う
に
多
彩
な
目
次
を
見
て
、
統
一
感
の
な
さ
 
 

と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
想
を
持
つ
人
々
も
い
る
に
違
い
な
い
。
だ
 
 

が
そ
れ
は
今
ま
で
述
べ
て
釆
た
よ
う
に
、
比
較
研
究
の
特
質
か
ら
す
れ
 
 

ば
、
当
然
の
結
果
な
の
だ
。
ま
た
、
こ
れ
ほ
ど
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
、
テ
ー
 
 

マ
に
わ
た
る
論
文
を
す
べ
て
読
む
こ
と
に
嫌
気
が
差
す
人
、
最
初
か
ら
 
 

読
み
飛
ば
そ
う
と
考
え
る
人
、
と
接
し
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
。
も
 
 

ち
ろ
ん
読
み
方
は
自
由
で
あ
る
。
「
広
場
」
に
集
う
人
々
全
て
の
話
を
聞
 
 

く
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
い
る
こ
と
を
横
目
に
は
 
 

見
て
、
「
広
場
」
全
体
の
雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
思
う
。
全
て
目
 
 

に
入
る
も
の
を
暗
記
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
神
経
質
さ
も
、
コ
ー
 
 

ト
の
襟
を
立
て
て
足
早
に
広
場
を
横
切
る
だ
け
の
無
愛
想
さ
も
、
ど
ち
 
 

ら
も
あ
の
し
な
や
か
な
知
的
好
奇
心
を
磨
く
こ
と
に
は
役
に
立
た
な
い
 
 

と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の
よ
う
な
読
者
を
勝
ち
得
て
こ
そ
、
こ
の
論
 
 

集
の
意
義
も
よ
り
一
層
深
ま
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 

今
後
の
課
題
 
 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
十
号
に
至
る
ま
で
の
歴
史
の
中
に
は
、
達
成
で
 
 

き
た
部
分
が
あ
る
一
方
で
、
ま
だ
ま
だ
努
力
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
 
 

部
分
も
あ
る
。
特
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
多
様
な
ソ
ー
ス
か
ら
集
め
た
 
 

研
究
成
果
を
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
読
者
に
伝
達
で
き
た
か
、
と
い
う
点
 
 

に
な
る
と
、
必
ず
し
も
「
優
」
が
つ
け
ら
れ
る
状
態
で
な
か
っ
た
こ
と
 
 

は
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
同
人
誌
で
し
か
も
学
術
論
文
集
と
い
う
 
 

性
格
か
ら
す
れ
ば
、
元
々
想
定
す
る
に
足
る
読
者
層
は
き
わ
め
て
限
定
 
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
例
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
大
 
 

学
、
大
学
院
と
い
う
知
的
に
恵
ま
れ
た
環
境
に
お
い
て
作
っ
て
い
る
以
 
 

上
、
も
う
少
し
宣
伝
上
、
販
売
上
の
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
 
 

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
全
面
的
に
編
集
側
の
責
任
で
あ
 
 

り
、
今
後
そ
の
方
面
の
技
術
向
上
を
目
指
し
た
い
。
 
 
 

ま
た
そ
の
宣
伝
技
術
に
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
創
刊
さ
れ
た
当
 
 

時
に
比
べ
、
よ
り
多
く
の
人
々
、
特
に
比
較
文
学
比
較
文
化
研
究
室
外
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の
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
た
め
の
ツ
ー
ル
は
、
飛
躍
 
 

的
に
進
歩
し
た
。
そ
う
し
た
新
た
な
環
境
に
適
応
し
て
い
く
こ
と
も
必
 
 

要
で
あ
る
。
現
在
東
大
の
比
較
文
学
比
戟
文
化
研
究
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
 
 

ジ
に
お
い
て
、
本
論
文
集
に
関
す
る
情
報
が
公
開
さ
れ
て
い
る
 
 

（
冨
p
‥
＼
誉
s
e
已
ヨ
e
．
C
≒
夏
y
P
a
C
宣
g
r
a
d
u
a
互
誉
d
邑
e
．
ど
ヨ
1
．
で
「
学
生
 
 

の
活
動
」
を
ク
リ
ッ
ク
）
。
今
の
と
こ
ろ
本
論
集
の
紹
介
と
論
文
募
集
要
 
 

項
程
度
の
情
報
で
あ
る
が
、
今
後
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
日
次
な
ど
な
ど
、
 
 

よ
り
充
実
し
た
情
報
公
開
に
し
て
行
く
こ
と
も
考
え
て
い
る
。
今
号
を
 
 

手
に
取
ら
れ
た
方
に
も
、
ぜ
ひ
一
度
ア
ク
セ
ス
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
 
 
 

何
は
と
も
あ
れ
、
ま
だ
十
七
年
、
二
十
号
で
あ
る
。
今
号
は
ち
ょ
っ
 
 

と
一
休
み
が
て
ら
、
来
し
方
に
思
い
を
馳
せ
て
み
た
よ
う
な
も
の
で
、
こ
 
 

れ
ま
で
の
号
と
同
じ
く
、
通
過
点
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
一
 
 

休
み
が
終
わ
っ
た
ら
、
ひ
ょ
い
と
腰
を
上
げ
て
、
ま
た
歩
き
出
す
の
で
 
 

あ
る
。
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