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本
書
は
、
本
学
人
文
科
学
研
究
所

設
置
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
戦
後

日
本
思
想
の
総
合
的
研
究
」（
２
０
１

０
年
４
月
〜
２
０
１
３
年
３
月
）の

成
果
論
文
集
で
あ
る
。「
第
一
部
：
天

皇
制
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
ア
ジ
ア
」

（
全
四
章
）、「
第
二
部
：
平
和
思
想
・

市
民
主
義
・
社
会
科
学
」（
全
三
章
）、

「
第
三
部
：
自
由
主
義
と
変
革
思
想
」

（
全
三
章
）、「
第
四
部
：
戦
後
文
学
の

思
想
」（
全
二
章
）、「
第
五
部
：
福
祉
・

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
反
戦
・
沖
縄
」（
全
四

章
）の
五
部
構
成
、
全
一
六
章
か
ら

成
る
。

　

本
書
は
、
戦
後
に
活
躍
し
た
知
識

人
の
役
割
に
注
目
し
た
う
え
で
、
次

の
編
集
方
針
に
基
づ
き
ま
と
め
ら
れ

た
。
第
一
に
戦
前
・
戦
中
と
戦
後
と

の
相
互
関
係
を
念
頭
に
置
く
こ
と
、

第
二
に
１
９
５
０
年
代
の
言
論
活
動

に
着
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
昨
今
の

政
治
状
況
を
鑑
み
る
と
、「
戦
後
的
価

値
の
真
価
が
問
わ
れ
た
時
代
」で
あ

る
１
９
５
０
年
代
と
重
複
す
る
面
が

少
な
く
な
い
。
こ
の
時
代
の
知
識
人

の
役
割
を
問
い
直
す
作
業
は
、
現
代

に
お
け
る「
行
動
す
る
知
識
人
」の
復

権
の
条
件
を
探
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
。

　

一
口
に「
戦
後
日
本
思
想
の
解
明
」

と
い
っ
て
も
、
そ
の
切
り
口
は
数
多

く
存
在
し
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ

な
か
っ
た
人
物
や
テ
ー
マ
も
多
い
。

そ
れ
ら
は
漸
次
、
継
続
研
究
会（「
戦

後
日
本
思
想
の
諸
相
」）で
取
り
組
ん

で
い
る
最
中
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
短
期
間

で
の
完
結
を
前
提
に
着
手
し
た
も
の

で
は
な
い
。
上
記
研
究
会
終
了
後
は
、

新
た
な
研
究
会
を
立
ち
上
げ
て
活
動

を
継
続
す
る
予
定
で
あ
る
。
本
書
は
、

長
期
に
亘
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

第
一
歩
を
刻
む
も
の
で
あ
る
。

 

望
月
詩
史
よ
り

法律文化社
9,180円（税込）

戦
後
日
本
思
想
と

　
　

知
識
人
の
役
割

出い
ず

原は
ら

政ま
さ

雄お
（
大
学
法
学
部
教
授
）編
著
・平ひ

ら

野の

敬ゆ
き

和か
ず（

大
学
日
本
語
・
日
本
文
化

教
育
セ
ン
タ
ー
嘱
託
講
師
）・
竹た

け

本も
と

知と
も

行ゆ
き（

大
学
法

学
部
嘱

託
講
師　

）・
望も

ち

月づ
き

詩し

史ふ
み（

大
学
法
学
部
助
教
）他
著

　

本
書
の
出
発
点
は
、
筆
者
が
障
害

者
福
祉
施
設
の
職
員
と
し
て
働
い
て

い
た
頃
か
ら
抱
い
て
い
た
素
朴
な
疑

問
に
あ
る
。
そ
れ
は
、「
日
本
の
社
会

福
祉
の
実
践
現
場
や
教
育
現
場
で
は
、

な
ぜ
ア
メ
リ
カ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

ク
理
論
ば
か
り
が
語
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
」と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

日
本
で
の
社
会
福
祉
援
助（
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）の
実
践
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
多
く
は
日
本

人
と
そ
の
生
活
に
か
か
わ
る
営
み
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
が

日
本
人
の
生
活
現
実
に
根
ざ
し
た
生

活
支
援
の
実
践
や
方
法
と
し
て
、
機

能
し
得
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス

か
ら
移
入
さ
れ
た
横
文
字
のSocial 

W
ork

で
は
な
く
、
い
わ
ば
平
仮
名

の「
そ
ー
し
ゃ
る
わ
ー
く
」が
も
っ
と

語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
海

外
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
学
び
に

意
味
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、

日
本
の
社
会
福
祉
現
場
の
実
践
に
と

っ
て「
リ
ア
リ
テ
ィ
」の
あ
る
ソ
ー
シ

ャ
ル
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
を
語
り
た
い

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
書
で
は
、
日
本
人
の
生
活
お
よ

び
日
本
の
社
会
福
祉
現
場
と
そ
こ
で

の
実
践
を
見
据
え
、
そ
こ
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
言
葉
に
よ
っ
て
、
日
本
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
を
描

く
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
。
具
体
的
に

は
、
日
本
人
の
日
常
生
活
を
支
え
て

い
る「
関
係
」や「
場
」の
力
に
着
目
し
、

日
本
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
理
論

と
実
践
の
あ
り
方
と
し
て
の「
生
活

場
モ
デ
ル
」を
描
く
こ
と
を
試
み
た
。

日
本
の
様
々
な
社
会
福
祉
現
場
で
働

く
実
践
者（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）

に
も
読
ん
で
欲
し
い
１
冊
で
あ
る
。

著
者
よ
り

ミネルヴァ書房
6,480円（税込）

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
お
け
る

「
生
活
場
モ
デ
ル
」の
構
築

│
日
本
人
の
生
活
・
文
化
に
根
ざ
し
た
社
会
福
祉
援
助

空く

閑が

浩ひ
ろ

人と
（
大
学
社
会
学
部　
　

博
士
後
期
課
程
教
授
）著

　

本
書
は
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学

研
究
所
第
18
期
第
18
研
究
会
の
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
り
、
同
研
究
会
が

こ
れ
ま
で
刊
行
し
て
き
た
石
川
健
次

郎
編
著『
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
商
品
の
研

究
①
〜
⑤
』（
同
文
舘
出
版
）に
続
く

も
の
で
あ
る
。

　

高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
日
本
で

は
多
く
の
商
品
が
登
場
し
て
き
た
。

代
表
的
な
も
の
と
し
て
１
９
６
０
年

代
の「
三
種
の
神
器
：
白
黒
テ
レ
ビ
・

電
気
洗
濯
機
・
電
気
冷
蔵
庫
」や
１

９
７
０
年
代
の「
３
Ｃ
：
カ
ラ
ー
テ

レ
ビ
・
カ
ー
・
ク
ー
ラ
ー
」な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
商
品
が
、
新

し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
提
供
し
、

生
活
を
大
き
く
変
え
た
こ
と
は
誰
も

が
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

そ
れ
ら
商
品
の
登
場
は
、
私
た
ち
の

生
活
を
変
化
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、

価
値
観
に
も
影
響
を
与
え
た
。

　

こ
の
よ
う
な
生
活
の
変
化
、
そ
し

て
私
た
ち
が
生
き
る
社
会
の
変
化
を

ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
ら
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。
私
た
ち
の
生
活
や
社
会
は
、

時
間
が
続
く
限
り
変
化
を
し
て
い
く
。

そ
の
変
化
の
一
面
を「
商
品
」と
い
う

視
点
│
商
品
と
生
活
者
、
商
品
と
社

会
な
ど
│
か
ら
見
る
と
何
が
見
え
て

く
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
で
は
、
温
水
洗
浄
便
座
、
ト

ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
、
パ
チ
ン
コ
の

三
つ
の
商
品
を
取
り
上
げ
上
記
の
観

点
よ
り
分
析
を
試
み
た
。
ま
た
、
本

書
は
す
で
に
刊
行
さ
れ
た
５
冊
の

『
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
商
品
の
研
究
』と
異

な
り
、
先
に
示
し
た
観
点
を
念
頭
に

お
き
つ
つ
５
Ｗ
１
Ｈ
の
視
点
か
ら
商

品
を
分
析
し
、
そ
れ
に
加
え
て
国
際

比
較
の
視
点
も
取
り
入
れ「
商
品
と

社
会
」の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
る
。

　

本
書
が
、
当
然
の
よ
う
に
使
用
し

て
い
る
商
品
が
我
々
の
生
活
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を

考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。 

著
者
よ
り

同文舘出版
3,024円（税込）

商
品
と
社
会

│
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
商
品
の
研
究

川か
わ

満み
つ

直な
お

樹き
（
大
学
商
学
部
准
教
授
）編
著

　

同
志
社
大
学
松
蔭
寮
は
、
１
９
５

１
年
に
寺
町
通
の
新
島
旧
邸
の
北
で

同
志
社
大
学
に
学
ぶ
女
子
学
生
寮
と

し
て
始
ま
り
、
64
年
の
長
き
に
わ
た

っ
て
賑
や
か
な
暮
ら
し
の
場
で
あ
り

続
け
て
い
る
。
学
生
た
ち
の
反
乱
の

残
り
火
の
中
で
、
自
治
寮
の
看
板
を

掲
げ
た
松
蔭
寮
に「
寮
母
」と
し
て
迎

え
ら
れ
36
年
。
寮
生
た
ち
と
笑
っ
た

り
怒
っ
た
り
、
一
人
ひ
と
り
の
さ
ま

ざ
ま
な
危
機
に
、
た
だ
お
ろ
お
ろ
と

横
で
気
を
も
む
日
々
は
ほ
ん
の
数
年

に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
。
本
書
は
10

代
の
現
役
寮
生
か
ら
70
代
ま
で
、
松

蔭
寮
で
暮
ら
し
た
17
人
の
女
性
た
ち

と（
謎
に
満
ち
た
？
）女
子
寮
の
日
々

と
そ
の
後
を
編
み
こ
ん
だ
。
若
い
人

た
ち
に「
転
ん
で
も
こ
け
て
も
大
丈

夫
。
あ
な
た
が
、
そ
の
ま
ん
ま
生
き

て
い
る
。
た
っ
た
ひ
と
り
の
あ
な
た

は
大
切
ナ
リ
」と
い
う
伝
言
を
こ
め

て
。

　

緊
張
と
期
待
で
寮
の
ド
ア
を
開
け

る
と
き
、
新
入
生
た
ち
か
ら
は
生
ま

れ
育
っ
た
遠
い
場
所
の
空
気
が
い
っ

ぱ
い
に
た
ち
こ
め
る
。
そ
の
日
か
ら

何
度
も
躓
い
た
り
転
ん
だ
り
し
な
が

ら
、
大
人
へ
の
扉
を
開
い
て
い
く
。

勉
強
に
バ
イ
ト
に
サ
ー
ク
ル
に
、
恋

も
留
学
も
夢
見
て
ト
ラ
イ
し
、
い
つ

も
元
気
に
明
る
い
絵
に
描
い
た
よ
う

な
女
子
大
生
…
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
今
ど
き
め
ず
ら
し
い
二
人

部
屋
、
深
夜
の
寮
会
。「
自
分
た
ち
の

こ
と
は
話
し
合
っ
て
自
分
た
ち
で
決

め
る
」は
ず
の
自
治
が
、
と
き
に
苦

し
み
の
種
に
な
る
。
無
駄
に
思
え
る

時
間
を
過
ご
し
、
人
の
熱
に
満
ち
た

寮
の
暮
ら
し
。
奨
学
金
と
バ
イ
ト
で

一
所
懸
命
自
活
す
る
寮
生
た
ち
が
、

今
も
昔
も
同
志
社
の
た
い
せ
つ
な
宝

物
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

著
者
よ
り

大
学
生
活
の
迷
い
方

│
女
子
寮
ド
タ
バ
タ
日
記

蒔ま
き

田た

直な
お

子こ
（
同
志
社
大
学
松
蔭
寮 

寮
職
員
）
著

岩波書店
907円（税込）

新 刊 紹 介 新 刊 紹 介
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近
年
、巷
で
は
幕
末
・
維
新
期
を

扱
っ
た
書
籍
や
テ
レ
ビ
番
組
を
よ
く

目
に
す
る
。そ
れ
は
来
る
２
０
１
８

年
の「
明
治
維
新
１
５
０
周
年
」に
向

け
た「
業
界
」の
動
き
の
一
つ
と
い
っ

て
も
良
い
だ
ろ
う
。も
ち
ろ
ん
筆
者

が
そ
れ
を
意
識
し
た
わ
け
で
は
な
い

が
、禁
門
の
変
１
５
０
周
年
と
な
る

２
０
１
４
年
、拙
著『
幕
末
・
維
新
の

西
洋
兵
学
と
近
代
軍
制
―
大
村
益
次

郎
と
そ
の
継
承
者
』を
上
梓
し
た
。

　

本
書
は
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る

日
本
の
西
洋
兵
学
の
受
容
に
関
す
る

研
究
で
あ
る
。幕
末
・
維
新
期
に
始

ま
る
日
本
の
近
代
化
の
歩
み
と
は
、

西
欧
特
有
の
資
本
主
義
と
国
民
国
家

シ
ス
テ
ム
を
受
け
入
れ
て
、パ
ワ
ー
・

ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
基
調
と
す
る
国
際

政
治
に
お
い
て
、ま
ず
は
列
強
と
対

等
な
関
係
を
確
保
す
る
こ
と
を
課
題

と
し
た
。そ
の
一
方
で
、統
一
国
家
の

理
念
を「
王
政
復
古
」と
い
う
媒
介
を

通
じ
て
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
点

に
新
た
な
困
難
が
存
し
て
い
た
。そ

れ
は
、国
民
国
家
と
し
て
の
日
本
の

独
自
性
の
追
求
と
、欧
米
の
そ
れ
へ

の
平
準
化
と
い
う
相
反
す
る
方
向
性

と
い
う
難
問
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
の
時
代
、先
人
た
ち
は
国
際
環

境
に
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
、

ど
の
よ
う
に
西
洋
か
ら
兵
学
を
受
容

し
軍
制
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
か
│
。

本
書
で
は
、「
新
発
見
」の
史
料
な
ど

も
用
い
、近
代
日
本
の
国
家
形
成
と

国
民
形
成
の
推
進
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
軍
隊
の
創
設
の
軌
跡
の
政

治
史
上
の
特
性
に
つ
い
て
論
ず
る
こ

と
で
、時
代
を
縦
に
貫
く
時
間
軸
と

横
に
広
が
る
地
平
に
お
い
て
、「
大
村

益
次
郎
の
思
想
と
遺
産
」と
い
う
視

点
か
ら
幕
末
・
維
新
期
の
西
洋
兵
学

の
歴
史
的
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。 

著
者
よ
り

思文閣出版
6,804円（税込）

幕
末
・
維
新
の

西
洋
兵
学
と
近
代
軍
制

│
大
村
益
次
郎
と
そ
の
継
承
者

竹た
け

本も
と

知と
も

行ゆ
き（

大
学
法
学
部
助
教
）著

　

茶
道
に
造
詣
の
深
い
山
上
先
生
は

京
都
観
光
の
真
髄
に「
主
客
同
一
」の

お
も
て
な
し
が
あ
る
こ
と
を
看
破
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
独
創
的
な
京
都
学
を

彫
琢
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

12
章
か
ら
な
る
本
書
の
主
眼
に
置

か
れ
て
い
る
の
は
、
顧
客
に
対
す
る

サ
ー
ビ
ス
や
接
客
態
度
を
ホ
ス
ピ
タ

リ
テ
ィ
と
解
す
る
一
般
的
な
見
解
を

超
え
て
、
ホ
ス
ト
と
ゲ
ス
ト
が「
同

じ
目
線（W

in-W
in

の
目
線
）」で
対

応
す
る
共
創
関
係
の
構
築
が
目
指
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
す（
第
１
章
）。
こ

の
視
点
か
ら
無
形
文
化
遺
産
と
な
っ

た
和
食
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
状
と
発
展
へ

の
提
言
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

店
舗
や
食
材
な
ど
の「
ハ
ー
ド
面
」

が
作
り
出
す
清
潔･

快
適
な
空
間
と

美
味
し
い
料
理（
物
質
的
文
化
＝
モ

ノ
）、
素
材
の
物
流
安
定
や
料
理
人

の
ワ
ザ
な
ど
の「
ソ
フ
ト
面
」が
作
り

出
す
安
全･

安
心
な
調
理
シ
ス
テ
ム

（
制
度
的
文
化
＝
コ
ト
）、
接
客
ス
タ

ッ
フ
の
先
回
り
の
気
づ
き
な
ど
の

「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
面
」が
作
り
出
す
楽
し

い
語
ら
い
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（
精
神
的
文
化
＝
ヒ
ト
）の
３
つ
の
側

面
か
ら
な
る「
総
合
的
な
お
も
て
な

し
力
」が
和
食
ビ
ジ
ネ
ス
の
強
み
で

あ
る（
第
８
章
）。そ
こ
か
ら
、「
挨
拶
」

「
お
辞
儀
」「
笑
顔
」の
教
育･

訓
練･

自

己
啓
発
が
必
須
で
あ
る
こ
と（
第
２

章
）、
和
食
ビ
ジ
ネ
ス
が「
モ
ノ
の
輸

出
」や「
制
度
的
文
化
の
サ
ー
ビ
ス
輸

出
」段
階
を
超
え
て「
お
も
て
な
し
精

神
文
化
の
輸
出
」段
階
に
あ
る
現
在

（
第
９
章
）で
は
、「
手
食
」「
箸
食
」「
フ

ォ
ー
ク
食
」に
対
応
す
る
必
要
が
あ

り（
第
11
章
）、
イ
ス
ラ
ム
の
ハ
ラ
ル

認
証
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と

（
第
12
章
）な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

山
上
先
生
の
長
年
の
研
究
成
果
が

随
所
で
う
か
が
わ
れ
る
本
書
は
、
和

食
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
の
教
導
書
と
し

て
も
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

 

河こ
う

野の

健た
け

男お
（
女
子
大
学
現
代
社
会
学
部
教
授
）

学文社
2,484円（税込）

食
ビ
ジ
ネ
ス
の

　

お
も
て
な
し
学

山や
ま
　
じ
ょ
う上　

徹と
お
る（

女
子
大
学
名
誉
教
授
）著

　

一
般
に
地
図
と
は
、
あ
り
の
ま
ま

の
地
形
を
、
客
観
的
に
描
き
出
し
た

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
人
が
自
然
の
形
状
を
縮
尺
に
よ

っ
て
紙
面
上
に
写
そ
う
と
す
る
時
、

そ
こ
に
は
描
く
人
間
の
考
え
が
反
映

さ
れ
る
。
地
図
上
に
何
を
含
め
、
何

を
省
略
す
る
の
か
と
い
う
判
断
を
人

が
下
し
た
時
、
地
図
は
も
は
や
客
観

的
な
も
の
で
は
な
く
、
主
観
的
で
修

辞
的
な
も
の
と
な
る
。
各
国
の
地
図

が
、
自
国
の
都
合
に
合
わ
せ
て
、
国

内
の
様
子
や
他
国
と
の
関
係
を
描
こ

う
と
す
る
よ
う
に
、
地
図
は
客
観
的

な
事
象
よ
り
も
、
製
作
者
が
想
い
描

く
国
家
像
や
世
界
観
を
映
し
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

英
国
の
地
図
は
、
13
世
紀
中
頃
か

ら
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
本
格

的
な
地
図
製
作
は
16
世
紀
も
後
半
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
本
書

は
、
こ
の
時
期
の
英
国
の
地
図
製
作

と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
演
劇
の
関
係
を

解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
見
、

地
図
と
文
学
作
品
は
、
何
ら
関
係
の

な
い
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
地
図
が
当
時
の
国

家
観
や
世
界
観
を
映
し
出
し
て
い
る

と
考
え
れ
ば
、
両
者
の
間
に
は
様
々

な
関
係
性
が
読
み
取
れ
る
。
中
央
集

権
国
家
の
樹
立
を
、
あ
る
い
は
新
大

陸
の
植
民
地
を
視
野
に
ブ
リ
テ
ン
帝

国
の
成
立
を
夢
見
る
君
主
の
想
い
は
、

地
図
上
に
ど
の
よ
う
な
形
で
表
現
さ

れ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
の
中
に
、

ど
の
よ
う
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
か

な
ど
、
興
味
は
尽
き
な
い
。
近
年
の

文
学
研
究
は
、
隣
接
研
究
領
域
と
の

交
流
が
盛
ん
で
あ
る
。
こ
の
研
究
も

ま
た
、
他
分
野
の
研
究
成
果
を
取
り

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
解

釈
の
可
能
性
を
模
索
し
た
も
の
で
あ

る
。 

著
者
よ
り

英宝社
3,456円（税込）

英
国
地
図
製
作
と

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
演
劇

勝か
つ

山や
ま

貴た
か

之ゆ
き（

大
学
文
学
部
教
授
）著

　

本
書
は
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関

す
る
科
目
の
教
科
書
と
し
て
使
用
で

き
る
と
同
時
に
若
い
人
々
向
け
の
読

み
物
と
し
て
も
読
め
る
よ
う
に
と
い

う
編
集
方
針
の
も
と
、
テ
ク
ニ
カ
ル

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
や
図
書
館
情
報
学
を

専
門
と
す
る
４
名
の
共
著
で
執
筆
し

た
も
の
で
す
。
近
年
の
情
報
通
信
社

会
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

充
実
や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
活
用
な
ど
、

従
来
に
も
増
し
て
情
報
倫
理
が
重
要

な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
は
、
情
報
リ
テ
ラ

シ
ー
の
分
か
り
や
す
い
教
科
書
の
必

要
性
が
増
し
て
い
る
と
執
筆
陣
は
考

え
ま
し
た
。
そ
こ
で
本
書
で
は
文
体

を
簡
易
に
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
と

と
も
に
、
イ
ラ
ス
ト
や
図
表
も
多
用

し
、
読
み
や
す
い
も
の
と
す
る
こ
と

を
心
が
け
て
い
ま
す
。
内
容
面
に
つ

い
て
は
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
変
遷
、

個
人
情
報
の
保
護
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
・
コ
モ
ン
ズ
・
ラ
イ
セ
ン
ス
や
オ

ー
プ
ン
デ
ー
タ
と
い
っ
た
、
歴
史
的

な
ト
ピ
ッ
ク
か
ら
最
新
の
話
題
ま
で

を
幅
広
く
取
り
入
れ
ま
し
た
。
新
し

い
技
術
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
単
純

に
規
制
す
る
姿
勢
で
は
な
く
、
利
便

性
と
危
険
性
を
理
解
し
、
把
握
し
た

上
で
利
活
用
し
て
い
こ
う
、
と
い
う

方
針
を
本
書
は
貫
い
て
い
ま
す
。
例

え
ば
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
持
つ
リ
ス
ク
や
写
メ

ー
ル
が
悪
用
さ
れ
た
事
例
な
ど
、
学

生
た
ち
に
と
っ
て
気
づ
き
に
く
い
、

し
か
し
身
近
に
潜
む
リ
ス
ク
を
豊
富

な
実
例
を
も
と
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
関
係
の
科
目
に
限

ら
ず
、
大
学
初
年
次
の
講
義
の
参
考

図
書
や
、
最
近
の
情
報
技
術
の
動
向

と
そ
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を

把
握
す
る
読
み
物
と
し
て
も
お
使
い

い
た
だ
け
る
図
書
に
な
っ
て
い
る
と

自
負
し
て
お
り
ま
す
。

著
者
よ
り

技術評論社
1,382円（税込）

情
報
倫
理

│
ネ
ッ
ト
時
代
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

　
　

リ
テ
ラ
シ
ー

原は
ら

田だ

隆た
か

史し
（
大
学
免
許
資
格
課
程
セ
ン
タ
ー
教
授
）・
佐さ

藤と
う

翔し
ょ
う（

大
学
免
許
資
格
課
程
セ
ン
タ
ー
助
教
）・
岡お

か

部べ

晋ゆ
き

典の
り（

大
学
学
習
支
援
・
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
助
教
）他
著

新 刊 紹 介 新 刊 紹 介
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本
書
は
、
30
年
以
上
に
わ
た
る
食

物
ア
レ
ル
ギ
ー
児
の
診
療
経
験
か
ら

得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
食
物

ア
レ
ル
ギ
ー
の
診
断
か
ら
治
療
ま
で

述
べ
た〝
抗
原
量
に
基
づ
い
て「
食
べ

る
こ
と
」を
目
指
す
〞「
乳
幼
児
の
食

物
ア
レ
ル
ギ
ー
」（
診
断
と
治
療
社
、

２
０
１
２
年
９
月
）の
続
編
と
し
て

書
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
治
療
は
、
正

し
い
抗
原
診
断
に
基
づ
く
必
要
最
小

限
の
食
品
除
去
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

が
、
そ
の
目
的
は
安
全
に「
食
べ
る

こ
と
」で
あ
る
。
四
季
の
あ
る
日
本

に
お
い
て
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
児
の
た

め
の
食
事
作
り
を
容
易
に
す
る
コ
ツ

は
旬
の
食
材
を
活
か
し
て
昆
布
・
鰹

節
の
出
汁
を
ベ
ー
ス
に
醤
油
・
味
噌
、

ウ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス
、
ト
マ
ト
ケ
チ
ャ

ッ
プ
な
ど
の
基
本
的
な
調
味
料
を
用

い
た
家
庭
料
理
を
基
本
と
す
る
こ
と

で
あ
る
。
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
配
慮

し
た
食
事
は
生
活
習
慣
病
予
防
に
も

役
立
つ
食
事
で
も
あ
る
こ
と
は
２
０

１
２
年
８
月
に
刊
行
し
た「
親
と
子

の
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
」（
講
談
社
現
代

新
書
）に
も
書
い
た
通
り
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
卵
、
牛
乳
、
小
麦
ア

レ
ル
ギ
ー
児
に
対
し
て
診
療
の
場
で

行
っ
て
い
る「
食
べ
る
」側
か
ら
み
た

抗
原
量
に
基
づ
く
食
事
指
導
の
実
際

を
具
体
的
に
示
し
た
。
最
重
症
の
食

物
ア
レ
ル
ギ
ー
児
で
も
抗
原
タ
ン
パ

ク
質
量
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、

安
全
に「
食
べ
る
こ
と
」が
で
き
る
量

を
設
定
し
、
こ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

て
計
画
的
に
摂
取
タ
ン
パ
ク
質
量
を

漸
増
し
て
い
く
治
療（
経
口
免
疫
療

法
）に
よ
り
耐
性
を
獲
得
し
て「
食
べ

る
こ
と
」が
可
能
と
な
る
。
本
書
が

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
児
が
安
全
に「
食

べ
る
こ
と
」を
目
指
し
た
治
療
を
受

け
る
た
め
の
参
考
と
な
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。 

著
者
よ
り

診断と治療社
4,536円（税込）

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
児
の
た
め

の
食
事
と
治
療
用
レ
シ
ピ

伊い

藤と
う

節せ
つ

子こ
（
女
子
大
学
生
活
科
学
部

特
別
任
用
教
授　
　
　

）著

　

本
書
は
、
実
業
之
日
本
社
の
鉄
道

沿
線
シ
リ
ー
ズ
の
一
環
と
し
て
、
関

西
地
方
の
鉄
道
会
社
と
し
て
ま
ず
最

初
に
阪
急
電
鉄
を
と
り
あ
げ
た
も
の

と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
関
西
の
地
域

形
成
史
に
お
け
る
私
鉄
の
役
割
を
考

え
た
場
合
、
ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ

る
の
が
阪
急
電
鉄
の
存
在
で
あ
る
。

阪
急
電
鉄
の
創
始
者
で
あ
る
小
林
一

三
は
、
鉄
道
沿
線
に
日
本
で
最
初
の

郊
外
住
宅
地
を
建
設
し
て
阪
神
間
の

住
宅
地
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
。
さ
ら
に
起
点
と
な
る
タ
ー
ミ

ナ
ル
駅
に
世
界
で
最
初
の
百
貨
店
を

運
営
し
、
終
点
に
は
遊
園
地
や
宝
塚

大
劇
場
な
ど
の
文
化
施
設
を
建
設
す

る
な
ど
、
阪
急
文
化
圏
と
も
よ
ば
れ

る
地
域
形
成
に
大
き
な
足
跡
を
残
し

て
き
た
。

　

監
修
者
は
女
子
大
学
の
現
代
社
会

学
部
社
会
シ
ス
テ
ム
学
科
に
お
い
て
、

京
都
学
・
観
光
学
コ
ー
ス
に
所
属
し

教
育
・
研
究
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

地
理
学
・
観
光
学
と
い
っ
た
専
門
性

を
活
か
し
、
よ
く
あ
る「
鉄
道
本
」に

見
ら
れ
が
ち
な
車
両
を
中
心
と
し
た

鉄
道
施
設
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は

な
く
、
鉄
道
が
地
域
形
成
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
の
か
、
そ

の
沿
線
に
関
連
す
る
観
光
資
源
を
ふ

く
め
た
地
域
の
特
徴
を
描
出
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
作
成
し
た
。
ま
た

地
図
を
多
用
し
な
が
ら
、
実
際
に
現

地
を
訪
問
し
た
く
な
る
よ
う
な
構
成

を
心
が
け
た
。

　

研
究
書
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

一
般
的
な
文
庫
本
で
あ
る
。
た
だ
そ

れ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
多
く
の
人
々

に
鉄
道
会
社
と
地
域
形
成
の
関
係
を

知
っ
て
も
ら
い
、
平
易
な
か
た
ち
で

地
域
研
究
や
観
光
学
の
一
端
に
関
心

を
持
っ
て
も
ら
え
る
契
機
に
な
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。 

著
者
よ
り

実業之日本社出版
918円（税込）

阪
急
沿
線
の

　
　

不
思
議
と
謎

天あ
ま

野の

太た

郎ろ
う（

女
子
大
学
現
代

社
会
学
部
教
授
）監
修

　

大
学
の
研
究
室
に
教
え
子
が
相
談

に
や
っ
て
く
る
。
講
義
内
容
の
質
問

と
か
、
テ
ス
ト
や
論
文
、
レ
ポ
ー
ト

に
関
す
る
こ
と
が
多
い
の
だ
ろ
う
、

と
読
者
は
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
種
の
こ
と
も
少
な

く
は
な
い
。
け
れ
ど
、
実
は
そ
れ
以

外
の
こ
と
が
と
て
も
多
い
。
内
容
は
、

ア
ル
バ
イ
ト
の
こ
と
、
サ
ー
ク
ル
で

の
人
間
関
係
、
就
職
活
動
の
こ
と
、

友
人
関
係
、
家
族
問
題
、
恋
愛
相
談
、

将
来
の
自
ら
の
人
生
設
計
に
至
る
ま

で
、
大
げ
さ
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

ジ
ャ
ン
ル
に
渡
る
の
だ
。

　

平
均
し
て
月
に
２
回
程
度
、
研
究

室
で
彼
女
た
ち
の
涙
に
出
会
う
。
ご

く
ご
く
平
凡
に
人
生
を
歩
ん
で
き
た

「
オ
ッ
サ
ン
」な
の
で
、
放
送
マ
ン
か

ら
職
を
転
じ
て
間
も
な
き
頃
は
、
女

子
大
生
の
涙
に
か
な
り
狼
狽
し
た
も

の
だ
っ
た
。
月
日
は
流
れ
、
大
学
教

員
生
活
も
14
年
目
と
な
っ
た
現
在
で

は
、
さ
す
が
に
慌
て
ふ
た
め
く
こ
と

は
少
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
慣

れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
都

度
教
え
子
の
涙
と
不
器
用
に
向
か
い

合
う
。
ド
ラ
マ
の
よ
う
な
気
の
利
い

た
セ
リ
フ
で
ア
ド
バ
イ
ス
で
き
る
こ

と
な
ど
極
め
て
稀
で
、
た
だ
ひ
た
す

ら
彼
女
た
ち
の
話
に
真
剣
に
耳
を
傾

け
る
。
心
理
学
の
専
門
家
で
も
、
そ

の
道
の
プ
ロ
で
も
な
い
自
分
に
出
来

る
の
は
、
結
局
そ
れ
だ
け
だ
と
確
信

し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

不
思
議
な
こ
と
に
、
話
を
聞
く
に

つ
れ
、
教
え
子
の
涙
は
や
が
て
渇
き
、

研
究
室
を
出
る
頃
に
は
、
そ
れ
は
多

く
の
場
合
笑
顔
に
か
わ
っ
て
い
る
。

研
究
室
で
紡
が
れ
た
涙
か
ら
笑
顔
へ

の
話
の
い
く
つ
か
を
本
書
に
綴
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
皆

さ
ん
お
一
人
お
ひ
と
り
の
物
語
か
も

し
れ
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
。

著
者
よ
り

雇用開発センター
1,400円（税込）

影
山
教
授
の
教
え
子
が

泣
き
に
く
る
。

│
涙
が
笑
顔
に
か
わ
る
京
都
の
女
子
大
研
究
室

影か
げ

山や
ま

貴た
か

彦ひ
こ（

女
子
大
学
学
芸
学
部
教
授
）著

　

古
事
記
は
、
金
属
の
武
器
を
使
い
、

倭
国
を「
日
本
」と
呼
ぶ
統
一
国
家
に

作
り
上
げ
た
そ
の
動
乱
の
時
代
を

「
物
語
」と
し
て
描
い
た
も
の
で
し
た
。

「
国
作
り
」が「
金
属
作
り
」と
共
に
あ

っ
た
わ
け
で
す
が
、
な
ぜ
か
、
従
来

か
ら
古
事
記
と
い
う
と「
国
作
り
」を

「
稲
作
り
」と
重
ね
た
物
語
だ
と
説
明

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
最
近
の
三
浦
佑

之
氏
の『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
１
０
０
分
de
名
著

　

古
事
記
』で
も
、
旧
来
の「
稲
作
神

話
」と
し
て
古
事
記
を
読
む
見
方
で

読
者
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
本
当
に

そ
う
い
う
理
解
で
い
い
の
か
を
、
こ

の
本
で
は
根
本
的
に
疑
問
視
し
追
求

し
て
い
ま
す
。
古
事
記
を
稲
作
神
話

と
読
む
と
、
天
皇
の
大
嘗
祭
や
新
嘗

祭
な
ど
の
儀
式
と
結
び
つ
け
や
す
く
、

古
事
記
を
天
皇
を
讃
え
る
物
語
だ
と

す
る
見
方
を
い
つ
も
陰
で
支
え
る
役

目
を
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
古

事
記
は
稲
作
の
物
語
だ
け
で
は
な
く
、

金
属
の
武
器
を
手
に
入
れ
る
物
語
で

あ
り
、
金
属
の
光
を
ア
マ
テ
ラ
ス
の

よ
う
な
光
る
神
に
置
き
換
え
る
物
語

で
あ
り
、
そ
う
し
た
武
器
と
光（
宗

教
）を
手
に
入
れ
た
一
豪
族
が
、
地

方
の
豪
族
を
武
力
と
光
力
で
制
圧
し

て
中
央
集
権
の
王
に
な
っ
て
ゆ
く
と

こ
ろ
を
描
い
た
物
語
で
も
あ
っ
た
の

で
す
。
き
ち
ん
と
読
め
ば
、
古
事
記

の
神
々
は
、
ほ
と
ん
ど
が
金
属
の

神
々
で
あ
り
、
そ
の
金
属
の
特
徴
を

持
つ
が
故
に
、
武
力
や
は
か
り
事
で
、

敵
対
す
る
神
々
を
次
々
に
征
服
し
て

ゆ
く
と
こ
ろ
を
よ
く
描
い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
武
力
と
は
か
り

事
の
争
い
方
は
、
金
属
を
頼
り
に
し

て
生
き
て
い
る
現
代
の
私
た
ち
の
あ

り
方
と
重
ね
て
読
み
取
る
こ
と
の
で

き
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
、
こ
の
本

の
根
本
の
主
張
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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古
事
記
』は
な
ぜ「
火
の
神
話
」

を
伝
え
な
い
の
か

村む
ら

瀬せ
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