
十
年
に
な
る
研
究
歴
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る

と
、
は
じ
め
の
一
、
二
年
は
と
も
か
く
、
そ
の
後

は
先
人
の
理
論
に
対
し
て
疑
問
を
も
つ
態
度
を
も

ち
続
け
て
き
九
。
社
会
・
歴
史
に
対
す
る
従
来
の

理
論
を
借
り
て
M
象
を
誘
す
る
こ
と
も
、
過

去
の
人
類
の
知
恵
を
生
か
す
六
め
に
き
わ
め
て
重

要
で
は
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
っ
て
ぃ

た
の
で
は
、
研
究
す
る
課
は
な
い
既
成
の
理

論
を
よ
く
理
解
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
抜
ん
で

た
把
握
が
必
嬰
で
あ
る
。
事
実
の
薹
に
お
い
て

新
ら
し
い
理
曾
創
池
お
い
て
か
、
な
ん

>
、

力ら
か
の
形
で
先
人
の
到
達
し
た
輩
を
こ
え
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
こ
に
創
造
力
が
必
塾
と
な
る
。

創

造
力
は
多
く
の
場
合
、
*
突
を
画
視
し
、
既
成
の

理
他
不
満
を
も
つ
こ
と
か
ら
生
れ
る
こ
の
恵

味
に
お
い
て
、
私
は
非
常
識
的
で
あ
九
か
、
そ

れ
を
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
旧
著
日
本
封
建

経
済
政
策
器
(
昭
三
四
)
は
、
当
時
の
諸
理

他
対
す
る
諸
疑
問
か
ら
構
成
さ
れ
九
一
体
系
で

あ
り
、
刊
行
当
時
は
か
な
り
手
ひ
ど
い
評
価
を
う

け
六
。
し
か
し
、
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
主
張

も
あ
る
が
、
い
く
つ
の
命
題
は
い
ま
で
は
通
説
化

し
て
し
ま
っ
て
い
る
当
時
の
学
界
の
常
識
の
六

な
い
か
と
い
う
疑
問
が
で
る
か
と
思
う
が
、
実
は

そ
う
で
は
な
い
。
連
続
的
な
諸
側
面
を
正
当
に
位

置
づ
け
た
と
き
に
こ
そ
、
変
革
念
味
が
は
じ
め

て
あ
き
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
社
会
の
変
化
に

お
い
て
、
一
切
合
切
な
に
も
が
全
部
か
わ
る
こ
と

は
な
い
。
政
権
の
交
代
は
い
っ
き
ょ
に
な
さ
れ
て

も
、
下
部
の
社
会
、
経
済
は
比
較
的
長
期
に
わ
た
っ

て
変
化
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
よ

う
に
社
会
の
も
っ
と
も
基
底
的
な
分
野
を
研
究
す

る
も
の
は
、
変
化
を
連
続
性
に
お
い
て
把
握
し
、

変
化
・
変
苫
"
孫
を
さ
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
近
山
史
の
専
岡
琢

と
か
、
近
代
史
の
専
門
攻
と
か
、
粍
別
に
分
類

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
あ
る
塒
代
倫
態
的
な
イ

メ
ー
ジ
は
比
較
的
作
り
や
す
い
が
、
変
革
期
の
そ

れ
は
作
り
に
く
い
か
ら
で
あ
り
、
学
者
も
こ
う
し

九
困
誓
命
祭
ら
逃
避
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。
奇
を
て
ら
う
の
も
一
種
の
発
育

不
良
で
あ
る
が
、
主
流
的
見
解
に
追
随
す
る
こ
と

ほ
ど
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
は
な
い
。
門
編
的
な
研
究
を

や
っ
て
い
て
、
非
常
識
が
学
者
の
特
権
で
あ
る
よ

う
な
顔
を
す
る
権
利
は
な
い
。
学
者
も
一
個
の
市

民
で
あ
る
。

(
商
学
部
助
教
授
・
日
本
経
済
史
)

め
に
無
視
さ
れ
て
い
た
命
題
が
、
今
に
な
っ
て
日

の
目
を
み
る
と
い
う
六
現
敦
も
あ
る
。

生
活
に
お
い
て
は
常
需
で
あ
る
私
を
、
研
究

に
お
い
て
は
非
常
識
な
態
度
を
取
る
に
い
た
ら
せ

六
原
因
は
、
肖
年
期
に
敗
戦
に
伴
う
旧
仙
値
観
の

崩
壊
の
粘
神
的
苦
悩
を
ま
と
も
に
受
け
た
こ
と
に

よ
る
と
思
っ
。
単
純
な
心
に
疑
う
こ
と
を
党
え
さ

せ
た
の
は
、
こ
れ
で
あ
る
私
は
、
安
易
な
発
展

段
階
論
に
対
し
て
、
日
本
社
会
の
展
開
を
連
続
に

お
い
て
把
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
鑾
研
究
し
て

い
る
資
本
形
成
史
も
こ
の
観
点
か
ら
行
っ
て
い

る
器
の
面
で
歴
史
を
と
ら
え
九
ら
、
社
会
の

飛
躍
と
か
系
と
か
の
条
件
が
脱
落
す
る
の
で
は

連続と非連続

安岡重明

私の研究



大
学
の
炊
靈
翻
文
に
二
十
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
作

家
シ
ン
ク
レ
ア
.
ル
イ
ス
(
m
一
月
ミ
一
・
↑
n
三
m
)
を

取
り
上
げ
て
以
来
、
私
は
ア
メ
リ
カ
文
学
(
特
に

と
り
C

罷
ア
メ
リ
カ
小
説
の
虜
に
な
っ
て
い
る
。
ア
メ

り
力
中
部
の
中
産
階
級
の
生
活
を
り
ア
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
手
法
で
克
明
に
描
き
、
浅
薄
な
ア
メ
リ
カ
文

明
を
軽
妙
に
誠
剌
し
た
ル
イ
ス
の
諸
作
品
を
読
ん

で
ゅ
く
う
ち
に
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
り
ア
リ
ズ
ム

に
興
味
を
お
ぽ
え
、
そ
の
発
生
期
(
十
九
世
紀
後

き
か
の
仕

半
)
ま
で
湖
っ
て
行
っ
九
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

は
じ
め
て
り
ア
リ
ズ
ム
を
唱
導
、
育
成
し
た
ウ
ィ

リ
ム

ハ
ウ
エ
ル
ズ

ぜ
.
ぎ
工
9
二
=
巴
を
か
じ
つ
て
、
彼
の
文
学
理
論

に
恐
し
な
が
ら
も
、
社
会
の
暗
黒
面
や
人
間
の

本
能
欲
を
意
識
し
て
避
け
、
健
康
で
道
徳
的
な
生

盾
の
み
を
描
こ
う
と
す
る
そ
の
楽
天
主
義
に
物
足

り
な
い
も
の
を
感
じ
つ
つ
、
次
の
フ
ラ
ン
ク
・
ノ

リ
ス
(
制
一
.
帥
=
片
 
Z
又
一
一
功
)
、
ハ
ム
リ
ン
.
、
ガ
ー
一
フ
ン

ド
(
工
即
ヨ
一
一
=
 
0
ぞ
.
一
含
住
)
、
ス
テ
ィ
】
ブ
ン
・
ク
レ

イ
ン
(
仂
§
哥
一
一
ハ
巻
え
)
へ
と
移
っ
て
行
っ
た
0

こ
の
あ
九
り
に
来
る
と
、
南
北
戦
争
後
の
ア
メ
リ

力
社
会
の
変
貌
が
強
く
文
学
の
世
界
へ
反
映
し
て

来
る
。
資
本
制
産
業
主
義
の
急
速
な
発
展
に
と
も

な
い
、
生
産
地
帯
が
拡
大
し
て
、
各
地
に
新
興
都

市
が
輩
出
し
、
農
村
か
ら
や
っ
て
来
た
人
々
や
ヨ

ー
ロ
ッ
ハ
か
ら
の
移
民
で
都
市
の
人
口
は
膨
張

＼ノ

し
、
労
働
市
場
に
多
く
の
労
動
力
を
供
給
し
た
。

こ
う
し
て
表
面
的
に
は
繁
栄
の
一
途
を
辿
る
ア
メ

り
力
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
衷
に
は
、
全
国
的
支
配

ー
ン

、
N
 
、急

~
ち
一

足
一

、
、
、
ハ
一'

;
ミ
『
・
、

H

欧
の
り
ア
リ
ズ
ム
文
学
が
何
ら
の
抵
抗
も
受
け
ず

導
入
さ
れ
た
が
、
中
で
も
大
き
な
影
饗
を
与
え
た

の
が
ゾ
ラ
の
自
然
主
義
で
あ
っ
六
。
ノ
リ
ス
は
ゾ

ラ
の
文
学
理
論
を
そ
の
ま
ま
ア
メ
リ
カ
の
土
壌
に

移
植
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
が
、
ガ
ー
ラ
ン
ド

や
フ
レ
イ
ン
は
巧
み
に
そ
れ
を
消
化
し
て
ア
メ
リ

力
的
な
自
然
主
義
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
が
二
十

世
紀
の
は
じ
め
シ
ア
ド
ー
・
ド
ラ
イ
サ
ー
(
↓
ず
血
0
.

今
き
早
冴
.
ご
に
至
っ
て
見
事
に
実
を
結
ん
だ
の

で
あ
る
。
ド
ラ
イ
サ
ー
に
は
、
ノ
リ
ス
の
よ
、
つ
な

芝
居
気
も
な
け
れ
ば
、
ク
レ
イ
ン
の
よ
う
な
器
用

さ
も
な
い
。
し
か
し
、
猛
牛
の
如
く
鈍
重
で
は
あ

る
が
力
強
く
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
機
構
の
中
で
踏

み
に
じ
ら
れ
な
が
ら
も
生
き
ぬ
こ
う
と
す
る
弱
い

人
間
の
姿
を
描
き
続
け
、
そ
こ
に
人
生
の
謎
を
解

く
鍵
を
見
出
そ
う
と
す
る
彼
の
文
学
に
は
限
り
な

き
魅
力
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
私
が
ド
ラ
イ
サ
ー

文
学
に
親
し
ん
で
以
来
す
で
に
十
年
を
越
え
る
。

彼
の
文
学
に
関
す
る
研
究
論
文
も
い
く
つ
か
発
表

し
た
が
、
、
ま
だ
彼
か
ら
傑
れ
ら
れ
そ
う
に
な
い
。

一
生
彼
の
文
学
に
食
ら
い
付
い
て
い
る
こ
と
に
な

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
ま
た
楽
し
い
こ
と

(
昭
二
五
大
英
卒
・
女
子
大
教
授
)

で
あ
る
。

t
心
ハ
予
、

一

春
め
ざ
す
鉄
道
会
社
に
食
い
も
の
に
さ
れ
る
農
民

や
、
人
口
増
加
に
よ
っ
て
低
賃
銀
に
あ
え
ぐ
労
働

者
の
悲
惨
な
姿
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
六
状
勢
が
一

九
八
0
年
代
及
び
九
0
年
代
に
至
っ
て
ヨ
】
ロ
ッ

の
り
ア
リ
ズ
ム
文
学
を
吸
収
す
る
素
地
を
つ
く

ハり
あ
げ
た
0
 
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
、
北

、

昨 ー、、.ー

私の研究
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