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今
号
で
は
、
昨
年
末
に
刊
行
し
た
前
号
に
は
（
記
念

号
論
文
集
と
い
う
性
質
上
）
掲
載
で
き
な
か
っ
た
書
評

を
含
め
、
多
分
野
に
跨
が
る
充
実
し
た
論
説
群
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
当
初
の
予
定
で
は
今
号
も
昨
年
内
に
刊

行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
諸
事
情
に
よ
り
年

を
越
し
て
の
刊
行
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
早
々
に
入
稿

し
て
下
さ
っ
た
執
筆
者
の
方
々
に
お
詫
び
申
し
上
げ
た

い
。

　

論
説
に
は
、
各
領
域
の
気
鋭
の
若
手
・
中
堅
研
究
者

に
よ
る
六
本
の
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
大
き
く
分

け
る
と
、
倫
理
学
系
が
三
本
、
政
治
学
系
が
三
本
で
あ

る
。
ま
ず
、
橋
本
昭
典
氏
の
論
考
「
儒
教
道
徳
の
源
泉

と
し
て
の
情
感
主
義
」
は
、
社
会
倫
理
学
と
し
て
の

中
国
哲
学
研
究
と
い
う
野
心
的
試
み
と
し
て
読
む
こ
と

が
で
き
る
。
橋
本
氏
は
本
論
考
の
中
で
、「
正
し
い
書
」

と
し
て
の
『
論
語
』
受
容
の
傾
向
に
対
し
て
、
孔
子
自

身
の
正
邪
の
基
準
を
問
い
直
す
こ
と
で
批
判
を
加
え
、

よ
り
適
切
な
古
典
と
の
向
き
合
い
方
を
提
示
し
て
い

る
。
応
用
倫
理
学
の
領
域
か
ら
は
、
神
崎
宣
次
氏
に
論

考
「
異
議
申
し
立
て
の
抑
圧
に
抗
し
て
」
を
寄
稿
し
て

い
た
だ
い
た
。
神
崎
氏
は
、
政
治
的
な
争
点
と
な
り
う

る
よ
う
な
案
件
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
を
行
な
う
学

者
た
ち
が
社
会
的
に
沈
黙
さ
せ
ら
れ
う
る
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
、
研
究
者
倫
理
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
こ
で

い
っ
た
い
何
が
問
わ
れ
て
い
る
の
か
を
抉
り
出
し
て
い

る
。
臨
床
哲
学
の
旗
手
、三
浦
隆
宏
氏
に
よ
る
論
考「
活

動
し
な
が
ら
考
え
る
」
で
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト

の
思
考
論
を
文
献
的
に
辿
り
な
が
ら
、「
哲
学
カ
フ
ェ
」

な
ど
の
公
共
的
な
対
話
実
践
の
試
み
を
哲
学
的
に
跡
づ

け
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　

国
際
政
治
学
の
領
域
か
ら
は
、
三
本
の
意
欲
的
な
論

考
が
寄
稿
さ
れ
た
。佐
藤
史
郎
氏
の
論
考「「
核
の
倫
理
」

の
政
治
学
」
で
は
、
と
も
す
れ
ば
安
全
保
障
と
い
う
視

点
に
偏
り
が
ち
な
核
兵
器
を
め
ぐ
る
国
際
政
治
の
問
題

が
新
た
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。
佐
藤
氏
は
、「
核

の
禁
忌
」
と
い
う
概
念
を
手
が
か
り
に
、
核
兵
器
問
題

に
つ
い
て
安
全
保
障
と
対
を
な
す
べ
き
倫
理
的
な
視
点

が
い
か
に
あ
り
う
る
か
を
現
実
主
義
的
な
観
点
か
ら
冷

徹
に
捉
え
直
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
号
唯
一
の
査
読
論

文
で
あ
る
小
松
氏
・
角
田
氏
の
共
著
論
考
「
人
道
的
介

入
に
お
け
る
国
益
と
価
値
の
調
和
」
で
は
、
人
道
的
危

機
へ
の
武
力
介
入
の
あ
り
方
と
そ
の
実
効
性
に
及
ぼ
す

国
益
の
影
響
に
つ
い
て
英
国
学
派
の
観
点
か
ら
論
じ
ら

れ
る
。
小
松
氏
と
角
田
氏
は
、
道
徳
的
価
値
を
組
み
込

ん
だ
「
進
歩
的
な
国
益
」
と
い
う
英
国
元
首
相
ブ
レ
ア

に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
概
念
が
介
入
の
実
効
性
に
及
ぼ

す
影
響
を
批
判
的
に
吟
味
し
、
連
帯
主
義
の
人
道
的
介

入
論
と
い
う
英
国
学
派
の
議
論
の
中
に
「
国
益
と
価
値

の
調
和
」
を
実
現
さ
せ
る
条
件
を
探
ろ
う
と
す
る
。
そ

し
て
、
当
研
究
所
の
大
庭
弘
継
第
一
種
研
究
所
員
に
よ

る
論
考
「「
存
在
可
能
」
な
主
体
」
で
は
、
人
道
的
介

入
の
根
拠
の
中
に
含
ま
れ
る
「
国
際
共
同
体
」
な
る
も

の
が
多
角
的
に
検
討
さ
れ
、「
国
際
共
同
体
」
を
「
人

び
と
を
動
か
す
観
念
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
提
言
さ

れ
て
い
る
。

　

書
評
に
は
、
政
治
思
想
研
究
の
二
つ
の
話
題
書
に
対

し
て
、
斯
界
の
気
鋭
の
論
客
が
そ
れ
ぞ
れ
迎
え
撃
ち
、

ま
た
、
倫
理
学
の
話
題
書
に
対
し
て
、
法
哲
学
随
一
の

論
客
が
一
戦
を
交
え
る
、
と
い
っ
た
ス
リ
リ
ン
グ
な
対

決
の
場
を
幾
つ
も
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
り
わ

け
、
眞
嶋
俊
造
著
『
民
間
人
保
護
の
倫
理
』
に
つ
い
て

は
、
本
誌
初
と
な
る
往
復
書
評
を
実
現
し
た
。
戦
争
を

論
じ
る
と
い
う
営
み
に
対
す
る
評
者
と
著
者
の
異
な
る

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
間
で
火
花
が
散
る
様
を
お
楽
し

み
い
た
だ
き
た
い
。
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