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乕
成
果
と
展
望﹇
書
評
﹈

表
紙
に
は
、
本
書
の
内
容
を
予
告
す
る
よ
う
に
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
・

フ
ァ
ン
・
レ
イ
ン
の
『
ホ
メ
ロ
ス
の
胸
像
を
見
つ
め
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
』
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
ホ
メ
ロ
ス
が
命
の
な
い
造
形
物
な
の
は
、

二
人
の
生
き
た
時
代
に
隔
た
り
が
あ
る
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。
左

手
を
腰
に
取
っ
て
悠
然
と
構
え
、
冷
や
や
か
な
眼
差
で
ホ
メ
ロ
ス
を

見
下
ろ
し
つ
つ
そ
の
頭
に
そ
っ
と
手
を
置
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
姿

か
ら
は
、古
代
の
詩
人
を
石
化
さ
せ
た
理
性
の
驕
り
が
感
得
で
き
る
。

著
者
は
、
ま
ず
、
詩
的
創
作
に
お
け
る
伝
統
的
な
様
式
、
あ
る
い
は

能
力
が
二
つ
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ホ
メ
ロ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

そ
れ
ぞ
れ
「
詩
的
狂
気
」
に
拠
る
思
考
様
式
と
、「
ミ
メ
ー
シ
ス
」

に
拠
る
思
考
様
式
を
象
徴
す
る
。
表
紙
の
絵
は
、
ミ
ュ
ー
ズ
に
憑
依

さ
れ
、
狂
気
の
う
ち
に
言
あ
げ
さ
れ
る
こ
と
ば
と
、
理
性
の
力
で
意

識
的
か
つ
論
理
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
ば
の
対
照
を
前
提
に
、
後
者
が

前
者
を
凌
駕
す
る
時
代
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
二

つ
の
様
式
が
西
洋
世
界
か
ら
東
洋
世
界
に
伝
播
し
、
各
地
域
、
各
時

代
に
様
々
に
受
容
さ
れ
、
変
容
を
遂
げ
て
き
た
点
が
、
古
今
東
西
の

テ
ク
ス
ト
の
渉
漁
を
通
じ
て
論
証
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
る
縦
横
無
尽

な
読
解
こ
そ
本
書
の
醍
醐
味
だ
が
、
そ
の
吟
味
は
読
者
の
た
め
に
残

し
、
本
稿
で
は
、
理
論
的
な
枠
組
み
と
、
今
日
的
意
義
か
ら
本
書
の

特
長
を
解
説
し
た
い
。

「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
が
「
詩
的
狂
気
」
を
凌
駕
し
た
結
果
、
創
作
活
動

の
過
程
を
「
模
倣
」
に
よ
っ
て
説
明
し
、
ま
た
「
模
倣
」
を
旨
に
創

作
す
る
時
代
が
始
ま
っ
た
。
こ
こ
で
著
者
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
の

「
想
像
力phantasia

」
の
両
義
性
に
注
目
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

か
ら
ホ
メ
ロ
ス
に
繋
が
る
導
線
を
遡
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
間
に

位
置
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
に
お
い
て
「
詩
的
狂
気
」
と
「
ミ
メ
ー

シ
ス
」
が
「
想
像
力
」
の
元
で
共
存
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の

で
あ
る
。

実
際
、
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
に
は
い
く
つ
も
の
両
義
性
が
確
認
で
き

る
。『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
で
は
文
字
の
効
果
に
対
し
て
肯
定
論
と
否
定
論

テ
レ
ン
グ
ト
・ア
イ
ト
ル

『
詩
的
狂
気
の
想
像
力
と
海
の
系
譜
―
―

西
洋
か
ら
東
洋
へ
、そ
の
伝
播
、受
容
と
変
容
』

（
現
代
図
書
、
二
〇
一
六
年
）

柴
田
　
崇
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が
併
記
さ
れ
て
い
る
し
、『
国
家
』
で
理
想
の
国
家
か
ら
の
詩
人
の

追
放
を
主
張
す
る
一
方
、『
イ
オ
ン
』
で
は
詩
人
へ
の
称
賛
を
惜
し

ま
ず
、
ま
た
、『
国
家
』
で
文
字
に
基
づ
く
教
育
の
導
入
を
推
奨
し

つ
つ
、『
第
七
書
簡
』
で
は
文
字
へ
の
不
信
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
相
反
す
る
矛
盾
の
態
度
に
つ
い
て
、
専
門
の
研
究
者
の
間
で

は
、
そ
れ
は
『
懸
案
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
だ
と
考
え
る
者
も
い
れ
ば
、

『
ア
ン
ビ
バ
ラ
ン
ス
』
だ
と
考
え
る
者
も
い
る
（
五
一
頁
）」。
著
者

が
想
定
す
る「
専
門
の
研
究
者
」以
外
に
も
、
ト
ロ
ン
ト
大
学
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
派
の
ウ
ォ
ー
ル
タ
ー
・
オ
ン
グ
に
よ
る
「
オ
ラ
リ

テ
ィ
ー
と
リ
テ
ラ
シ
ー
」、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
「
プ
ラ
ト
ン
の

パ
ル
マ
ケ
イ
ア
―
」
な
ど
、
こ
の
両
義
性
を
、
口
承
の
時
代
か
ら
文

字
の
時
代
の
境
界
期
に
生
き
た
プ
ラ
ト
ン
の
葛
藤
と
し
て
説
明
す
る

説
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
そ
れ
ら
が
概
ね
、
文
化
や
教
育
制
度
の
遷

移
と
い
う
過
去
の
事
実
の
指
摘
に
留
ま
る
の
に
対
し
、
著
者
は
、
両

義
性
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
議
論
に
連
な
り
な
が
ら
、
プ
ラ
ト
ン
の
葛

藤
の
時
点
か
ら
現
在
ま
で
綿
々
と
続
く
思
考
様
式
の
二
つ
の
系
譜
が

あ
る
こ
と
を
読
み
解
き
、
さ
ら
に
、
文
学
の
今
日
的
意
義
に
論
を
進

め
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
の
特
長
の
第
一
は
、「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の

席
巻
に
よ
っ
て
や
せ
細
っ
た
「
想
像
力
」
に
、
そ
れ
が
本
来
有
し
て

い
た
「
詩
的
狂
気
」
の
力
を
回
復
さ
せ
、
文
学
の
役
割
を
問
い
直
す

企
て
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
「
詩
的
狂
気
」
は
、
悪
し

き
病
的
な
狂
気
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
で
、
狂

気
を
「
予
言
術
の
狂
気
」「
救
済
の
狂
気
」「
詩
人
の
狂
気
」「
愛
の

狂
気
」の
四
つ
に
分
類
し
た
上
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
口
を
借
り
て「
詩

的
狂
気
」
を
次
の
よ
う
に
讃
え
、
詩
作
に
お
け
る
そ
の
重
要
さ
を
説

い
て
い
る
。「『
さ
ら
に
三
番
目
に
ム
ッ
サ
（
ミ
ュ
ー
ズ
）
の
神
々
か

ら
授
け
ら
れ
る
神
が
か
り
と
狂
気
と
が
あ
る
。
こ
の
狂
気
は
、
柔
ら

か
く
汚
れ
な
き
魂
を
と
ら
え
て
は
、
こ
れ
を
よ
び
さ
ま
し
熱
狂
せ
し

め
、
抒
情
の
う
た
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
詩
の
中
に
そ
の
激
情
を
詠

ま
し
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
数
え
き
れ
ぬ
古
人
の
い
さ
お

を
言
葉
で
か
ざ
り
、
後
の
世
の
人
々
の
心
の
糧
た
ら
し
め
る
の
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
も
し
ひ
と
が
、
技
巧
だ
け
で
立
派
な
詩
人
に
な
れ

る
も
の
と
信
じ
て
、
ミ
ュ
ー
ズ
の
神
々
の
授
け
る
狂
気
に
あ
ず
か
る

こ
と
な
し
に
、
詩
作
の
門
に
至
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
、
自
分
が
不

完
全
な
詩
人
に
終
わ
る
ば
か
り
で
な
く
、
正
気
に
な
せ
る
彼
の
詩

も
、
狂
気
の
人
々
の
詩
の
前
に
は
、
光
を
失
っ
て
消
え
去
っ
て
し
ま

う
の
だ（『
パ
イ
ド
ロ
ス
』245 a

）』（
五
四
頁
）」。「
結
び
」に
お
い
て
、

著
者
は
、『
時
に
海
を
見
よ
』（
渡
辺
憲
司
）
と
『
生
き
残
る
と
い
う

こ
と
』（
稲
賀
繁
美
）
に
文
学
の
可
能
性
を
見
出
す
。
そ
の
理
由
は
、

そ
れ
ら
が
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
を
勇
気
づ
け
、
社
会
全
体
の
心

の
傷
を
宥
め
、
慰
め
る
力
を
持
っ
て
い
た
か
ら
だ
が
、
そ
の
力
を
与

え
た
も
の
こ
そ
、「
詩
的
狂
気
」
に
他
な
ら
な
い
。
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第
二
の
特
長
と
し
て
、
葛
藤
の
境
界
を
起
点
に
、
文
学
作
品
と
い

う
点
に
よ
っ
て
現
在
に
至
る
系
譜
の
線
を
描
き
切
っ
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
時
代
を
現
在
と
す
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
過

去
と
未
来
の
両
極
に
向
か
う
道
が
開
け
る
。
そ
し
て
、
境
界
点
で
個

人
、
お
よ
び
文
化
の
中
で
葛
藤
し
つ
つ
融
合
し
て
い
た
二
つ
の
思
考

様
式
は
、
極
点
に
向
か
う
に
つ
れ
て
一
方
が
強
調
さ
れ
る
の
を
観
察

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ホ
メ
ロ
ス
を
経
由
し
て
過
去
に
遡
る
作
業
は

本
書
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
著
者
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

を
経
由
し
、
今
日
に
至
る
道
筋
に
文
学
作
品
を
点
在
さ
せ
、
文
学
史

に
お
い
て
支
配
的
な
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
系
譜
を
確
認
す
る
の
み
な

ら
ず
、
周
辺
に
追
い
遣
ら
れ
、
潜
在
化
し
て
い
た
「
詩
的
狂
気
」

の
系
譜
の
存
在
を
も
明
ら
か
に
す
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
マ
ル
シ

リ
オ
・
フ
ィ
チ
ー
ノ
が
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
か
ら
「
神
聖
な
狂
気
」
を

発
掘
し
、
そ
れ
を
称
賛
し
た
奇
跡
と
、
紀
元
前
一
世
紀
頃
に
書
か
れ

た
と
さ
れ
る
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
の
『
崇
高
に
つ
い
て
』
が
一
七
世
紀
半
ば

以
降
に
「
発
見
」
さ
れ
た
僥
倖
に
よ
り
、「
詩
的
狂
気
」
の
系
譜
は

断
絶
を
免
れ
た
。
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
「
ミ
メ
ー

シ
ス
」
陣
営
の
経
験
主
義
の
排
撃
を
搔
い
潜
り
つ
つ
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ

リ
ー
伯
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
を
経
て
、

一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
人
文
主
義
に
伝
播
し
、
一
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
主

義
運
動
で
再
び
文
学
史
の
表
舞
台
に
立
つ
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
に
留

学
し
た
森
鴎
外
を
主
た
る
経
路
と
し
て
「
詩
的
狂
気
」
が
日
本
に
も

伝
播
し
、
日
本
を
起
点
に
し
た
ア
ジ
ア
へ
の
伝
播
と
受
容
の
道
が
開

か
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
伝
播
の
様
相
を
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド

イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
作
品
か
ら
描
出
し
、
さ
ら
に
、
日
本
、

中
国
、
モ
ン
ゴ
ル
で
の
受
容
と
い
う
「
西
学
東
漸
」
の
様
相
ま
で
も

描
き
出
す
手
際
は
見
事
と
し
か
言
え
な
い
。
幾
つ
も
の
言
語
を
横
断

し
、
幾
つ
も
の
時
代
を
縦
断
す
る
テ
ク
ス
ト
の
渉
漁
は
、
内
モ
ン
ゴ

ル
自
治
区
で
成
長
し
、
日
本
、
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
を
主
戦
場
に
文
学

研
究
に
従
事
し
て
い
る
著
者
で
な
け
れ
ば
成
し
得
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
門
外
漢
の
筆
者
に
本
書
の
文
学
研
究
に
お
け
る
イ
ン
パ
ク
ト
を

正
し
く
評
価
す
る
能
力
は
な
く
、
本
文
中
で
紹
介
さ
れ
る
先
行
研
究

と
の
対
照
か
ら
そ
れ
を
推
測
す
る
の
み
だ
が
、
筆
者
の
専
門
の
メ

デ
ィ
ア
研
究
の
観
点
か
ら
は
、
文
字
以
前
の
時
代
に
発
祥
し
た
「
詩

的
狂
気
」
が
現
在
ま
で
途
切
れ
ず
続
く
こ
と
を
論
証
し
た
点
を
特
筆

し
た
い
。
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
分
野
で
は
前
出
の
オ
ン
グ
ら
の
知
見
を

拡
大
解
釈
し
、
共
約
不
可
能
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
と
し
て
文
字
と

文
字
以
前
の
時
代
を
区
分
す
る
嫌
い
が
あ
る
。
継
続
よ
り
も
断
絶
を

強
調
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
は
、
や
や
も
す
る
と
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」

の
覇
権
に
与
し
、
結
果
的
に
、
潜
在
的
な
「
詩
的
狂
気
」
を
発
掘
す

る
作
業
の
手
枷
に
な
る
危
険
が
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ

ン
は
、
電
気
（
ま
た
は
電
子
）
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
を
以
っ
て
、
文
字
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以
前
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
す
な
わ
ち
オ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
文
化
へ
の
回
帰

を
予
言
し
た
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
を
ア
イ
コ
ン
と
す
る
ト
ロ
ン
ト
大
学

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
派
で
は
、
昨
今
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
予
言

に
基
づ
い
て
オ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
価
値
を
模
索
し
て
い
る
が
、
厳
密
な

パ
ラ
ダ
イ
ム
論
に
依
拠
す
る
限
り
、
オ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
文
化
が
廃
れ

た
後
も
綿
々
と
続
い
て
き
た
「
詩
的
狂
気
」
の
力
や
、
そ
の
力
に
心

酔
し
た
先
人
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
だ
ろ
う
。「
詩

的
狂
気
」
の
系
譜
か
ら
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
理
論
を
再
構
築
す
る
作
業

は
、
異
分
野
に
対
す
る
本
書
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
証
明
す
る
一
例
と
な

る
は
ず
だ
。

第
三
の
特
長
は
、「
海
」
で
あ
る
。「
詩
的
狂
気
」
の
系
譜
を
辿
り
、

「
西
学
東
漸
」
の
様
相
を
描
き
切
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
の
一
つ
に
、

「
海
」へ
の
着
目
が
あ
る
。「
空
」、「
雲
」、「
山
」、「
森
」、「
大
地
」、「
太

陽
」、「
月
」、「
星
」
に
着
目
す
れ
ば
、「
海
」
と
は
別
の
系
統
の
「
詩

的
狂
気
」
の
系
譜
が
書
け
る
か
も
し
れ
ず
、
創
作
に
お
け
る
「
詩
的

狂
気
」
と
は
別
の
力
の
存
在
さ
え
発
掘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
詩
的
狂
気
」
を
掻
き
立
て
る
主
題
と
し
て
「
海
」
を
取
り
上
げ
た

こ
と
の
是
非
は
、
ま
さ
に
本
書
が
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
結

び
」
に
お
い
て
「
海
」
に
ま
つ
わ
る
文
学
の
衰
退
に
警
鐘
が
鳴
ら
さ

れ
て
い
る
の
は
、「
詩
的
狂
気
」
を
掻
き
立
て
る
存
在
と
し
て
「
海
」

が
最
も
重
要
な
主
題
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ

の
見
立
て
の
是
非
も
ま
た
、
本
書
を
読
ん
だ
者
な
ら
自
ず
と
分
か
る

は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
表
紙
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
絵
は
、「
海
」

の
を
背
景
に
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
二
つ
の
系
譜

が
「
海
」
を
地
と
す
る
と
き
に
最
も
鮮
明
に
図
化
す
る
と
の
自
負
が

暗
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
と
め
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
に
見
え
る
両
義
性
を
創
作
に
お

け
る
思
考
様
式
の
対
立
と
し
て
解
釈
し
た
こ
と
、「
ミ
メ
ー
シ
ス
」

の
影
響
下
に
あ
る
文
学
の
伝
統
に
あ
っ
て
「
詩
的
狂
気
」
の
思
考
様

式
が
潜
在
化
し
つ
つ
も
途
絶
え
る
こ
と
な
く
綿
々
と
受
け
継
が
れ
て

い
た
の
を
指
摘
し
た
こ
と
、「
海
」
へ
の
着
目
に
よ
っ
て
こ
の
説
に

論
拠
を
与
え
、
二
つ
の
様
式
の
興
亡
で
文
学
史
を
書
き
直
し
た
こ
と

が
本
書
の
特
長
だ
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
三
点
が
、
第
一
章
「
起

源
」、
第
二
章
「
伝
播
」、
第
三
章
「
受
容
」、
第
四
章
「
変
容
」
の

順
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
と
が
き
」
に
あ
る
通
り
、
本
書
は
、
西
洋
と
東
洋
の
文
学
に

加
え
、
日
中
、
日
蒙
の
文
学
の
比
較
の
成
果
を
集
成
し
た
作
品
で
あ

る
一
方
、「
は
じ
め
に
」
に
あ
る
通
り
、「
海
」
に
取
り
憑
か
れ
た
作

家
の
代
表
た
る
三
島
由
紀
夫
研
究
の
新
た
な
起
点
と
な
る
べ
き
作
品

で
も
あ
る
。
健
康
的
な
肉
体
を
謳
い
上
げ
た
『
潮
騒
』
に
始
ま
り
、

絶
対
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
支
配
す
る
『
豊
穣
の
海
』
に
至
る
ま
で
、

三
島
ほ
ど
「
海
」
を
主
題
に
し
た
作
家
は
い
な
い
。
理
論
は
、
知
的
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作
業
に
従
事
す
る
者
た
ち
の
公
共
財
と
い
う
汎
用
性
を
持
つ
。
そ
の

意
味
で
、
本
書
は
、
著
者
以
外
が
「
海
」
を
含
む
森
羅
万
象
に
そ
の

理
論
を
適
用
す
る
道
を
拓
い
た
。
そ
し
て
、
三
島
研
究
へ
の
適
用
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
成
果
は
約
束
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
今
や
、
そ
の
果
実
は
す
べ
て
の
読
者
の
目
の
前
で
実
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
手
に
す
る
の
は
著
者
を
措
い
て
他
に
い
な
い

だ
ろ
う
。
満
を
持
し
て
書
か
れ
る
は
ず
の
次
作
に
期
待
し
た
い
。

（
し
ば
た

　
た
か
し
・
北
海
学
園
大
学
教
授
）
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