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特
集

日
本
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来

　

序
　
問
題
提
起
＋
状
況
認
識

　
学
術
誌
『
日
本
研
究
』
の
刊
行
母
体
で
あ
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
・
人
間
文
化
研
究
機
構
に
属
す
る
六
機
関
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
そ
の
沿
革
に
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
創
立
三
十
周
年
を
迎

え
、
そ
の
置
か
れ
た
環
境
も
、
創
設
当
初
と
は
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。

と
り
わ
け
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年
か
ら
は
、
文
科
省
に
よ
り
法
人
化
後

第
三
期
目
と
な
る
六
か
年
中
期
計
画
が
発
動
し
た
。
私
見
で
は
、
三
年
後
に
予

定
さ
れ
る
こ
の
中
間
評
価
に
よ
っ
て
、
こ
の
国
の
人
文
学
を
含
む
学
術
の
方
向

が
大
き
く
左
右
さ
れ
、
日
文
研
（
と
以
下
略
記
す
る
）
も
存
続
か
廃
絶
の
分
岐

点
に
立
つ
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
制
度
的
に
存
続
で
き
る
に
せ
よ
、
改
廃
の
運

命
を
辿
る
に
せ
よ
、
も
は
や
創
設
当
時
の
理
念
を
継
続
し
て
の
運
営
は
、
行
財

政
的
に
許
容
さ
れ
が
た
い
社
会
環
境
が
現
出
し
て
い
る
。
国
家
の
財
政
事
情
の

悪
化
を
主
要
因
と
し
て
、
短
期
的
な
国
益
に
貢
献
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
研

究
機
関
は
、
遠
か
ら
ず
国
家
的
な
財
政
支
援
を
期
待
で
き
な
い
状
況
へ
と
追
い

込
ま
れ
る
こ
と
が
必
至
だ
か
ら
で
あ
る（

1
）

。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
る
時
、
以
下
の
本
稿
も
ま
た
、
純
粋
に
学
術
的
な

議
論
に
終
始
す
る
こ
と
は
、
初
期
条
件
と
し
て
不
可
能
と
な
る
。
き
わ
め
て
行

政
書
類
に
類
似
し
た
文
体
お
よ
び
体
裁
を
帯
び
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
。
そ
れ

が
本
特
集
の
主
旨
に
合
致
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
は
控
え
る
が
、
現
実
問
題

と
し
て
、
事
態
が
そ
こ
ま
で
逼ひ
っ
ぱ
く迫
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
ほ
か
な

ら
ぬ
こ
の
『
日
本
研
究
』
と
い
う
学
術
的
刊
行
物
の
存
続
も
、
か
な
ら
ず
し
も

楽
観
視
で
き
な
い
窮
地
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
行
財
政
事
情
次
第
で
は
、
国
際

「
国
際
日
本
研
究
」の
現
状
と
課
題

―
―
機
関
と
し
て
の
日
文
研
の
運
営
と
の
関
連
で
―
―

稲
賀
繁
美
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的
な
視
野
に
立
つ
「
日
本
研
究
」
を
存
続
す
る
意
義
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
か

ね
な
い
趨
勢
が
、
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
二
〇
一
四
年
五
月
六

日
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
閣
僚
会
議
に
お
け
る
安
倍
総
理
大
臣
基
調
演
説
に
明
瞭
に
示
さ

れ
る
と
お
り
で
あ
る
。「
私
は
、
教
育
改
革
を
進
め
て
い
ま
す
。
学
術
研
究
を

深
め
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
社
会
的
な
ニ
ー
ズ
を
見
据
え
た
、
も
っ
と
実
践

的
な
、
職
業
教
育
を
行
う
。
そ
う
し
た
新
た
な
枠
組
み
を
、
高
等
教
育
に
取
り

込
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す（

2
）

」。
そ
の
後
現
在
に
ま
で
至
る
一
連
の
行
政
の
動

向
が
、
こ
の
首
相
演
説
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定
す
べ
く
も
な
い
。

「
学
術
研
究
」
は
も
は
や
こ
の
国
の
「
高
等
教
育
」
で
は
、
さ
ら
に
「
深
め
る
」

必
要
な
き
も
の
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
は
所
謂
「
文
系
学
部
廃
止
」
騒
動

よ
り
も
、
遥
か
に
根
深
い（

3
）

。

一
　「
日
本
研
究
」
を
め
ぐ
る
政
策
的
状
況

　
最
初
に
こ
う
し
た
政
治
状
況
下
で
、「
日
本
研
究
」
の
置
か
れ
た
位
置
を
確

か
め
た
い
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
「
設
置
目
的
」
に
つ
づ
い
て

「
役
割
」
に
謳
わ
れ
た
「
国
際
性
」「
学
際
性
」「
総
合
性
」
の
三
つ
の
術
語
を

順
に
検
討
す
る
。
だ
が
そ
の
前
に
「
専
門
性
」
に
も
一
瞥
を
加
え
て
置
き
た
い
。

1
　
専
門
性

　
国
際
的
な
視
野
か
ら
「
日
本
研
究
」
を
実
施
す
る
と
い
う
目
標
は
、
機
関
の

創
設
当
初
か
ら
専
門
家
集
団
の
利
害
に
合
致
し
な
い
異
端
性
を
発
現
し
て
い
た
。

そ
も
そ
も
三
十
年
前
に
は
、
日
本
国
内
に
「
日
本
研
究
」
を
標
榜
す
る
学
術
機

関
や
学
会
組
織
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。「
日
本
」
を
掲
げ
る
こ
と
自
体
が
、

国
粋
・
右
翼
と
の
含
意
を
避
け
が
た
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
九
〇
年
代
に
い

わ
ゆ
る
脱
植
民
地
主
義
の
風
潮
が
強
ま
る
に
つ
れ
、
旧
来
の
「
国
史
」「
国
文
」

「
国
語
」
な
ど
の
看
板
は
疑
問
に
付
さ
れ
、
学
会
名
や
学
科
名
を
含
め
「
日
本

史
」「
日
本
文
学
」「
日
本
語
」
な
ど
に
模
様
替
え
を
す
る
傾
向
が
顕
著
に
な
っ

た
。「
民
族
学
」
が
「
人
類
学
」
に
置
換
さ
れ
た
の
と
も
平
行
す
る
。
だ
が
こ

う
し
た
政
治
的
配
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
専
門
性
の
枠
組

み
は
維
持
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
外
圧
と
い
う
危
機
に
呼
応
し
て
、
か
え
っ

て
強
化
さ
れ
た
。
九
〇
年
代
初
め
の
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
の
余
波
が
こ
れ
に
関
与

し
て
い
る
。
景
気
の
悪
化
は
遅
か
ら
ず
学
術
の
保
守
化
に
連
動
し
、
自
己
の
専

門
領
域
に
忠
実
な
次
世
代
養
成
へ
と
戦
線
縮
小
を
図
り
が
ち
だ
。
そ
の
裏
に
は

大
学
院
進
学
生
の
大
半
が
も
は
や
日
本
国
籍
者
で
は
な
く
、
中
国
語
圏
や
韓
国

語
圏
か
ら
の
留
学
生
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
状
況
変
化

も
働
い
た
。
欧
米
圏
で
は
将
来
の
就
職
へ
の
利
点
や
評
価
制
度
を
考
慮
し
て
か
、

と
り
わ
け
文
科
系
で
は
日
本
で
博
士
号
を
取
得
す
る
と
い
う
意
欲
に
、
従
来
に

も
増
し
て
著
し
い
減
退
傾
向
が
み
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　
専
門
性
の
亢
進
に
は
、
就
職
事
情
の
悪
化
も
響
い
て
い
る
。
若
い
世
代
の
後

継
者
予
備
軍
は
、
手
堅
い
研
究
手
法
に
よ
り
、
比
較
的
短
期
間
に
学
会
や
専
門

誌
で
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
種
類
の
主
題
を
好
ん
で
選
択
す
る
傾
向
が
顕
著
と
な
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る
。
九
〇
年
代
の
い
わ
ゆ
る
「
大
綱
化
」
に
よ
り
、
文
科
系
で
も
従
来
に
比
較

し
て
遥
か
に
多
く
の
博
士
号
取
得
者
が
生
産
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
呼
応
す

る
学
術
市
場
の
拡
大
は
実
現
せ
ず
、
高
学
歴
の
代
償
と
し
て
不
安
定
な
非
常
勤

職
の
ま
ま
中
年
に
達
す
る
研
究
者
予
備
軍
の
数
も
膨
張
し
た
。
外
国
語
習
得
を

手
段
あ
る
い
は
目
的
と
す
る
よ
う
な
学
術
分
野
で
は
、
外
国
語
教
員
の
非
常
勤

化
に
伴
い
、
旧
植
民
地
宗
主
国
で
博
士
号
を
取
得
し
た
留
学
帰
国
組
に
も
、
容

易
に
は
常
勤
職
が
見
出
せ
な
い
傾
向
が
激
化
し
た
。
反
対
に
、
日
本
を
専
門
分

野
と
す
る
領
域
で
も
、
日
本
国
内
に
は
就
職
先
は
な
く
、
海
外
で
の
日
本
語
教

育
担
当
者
の
み
な
ら
ず
、
日
本
語
・
日
本
文
学
の
修
士
・
博
士
号
取
得
者
が
近

隣
の
ア
ジ
ア
各
国
で
、
任
期
付
き
の
教
職
業
務
に
あ
り
付
け
ば
上
々
、
と
い
う

就
職
難
が
常
態
と
化
し
た
。

2
　
学
際
性

　
国
際
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
各
年
十
五
名
を
基
準
と
し
て
雇
用
す
る

「
外
国
人
客
員
研
究
員
」、
お
よ
び
他
の
外
部
資
金
あ
る
い
は
私
費
で
滞
在
す
る

「
来
訪
研
究
員
」
も
含
め
た
三
十
名
以
上
の
研
究
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ

の
総
数
は
、
専
任
教
授
定
数
十
五
名
の
二
倍
に
匹
敵
す
る
。
こ
れ
に
は
さ
ら
に
、

併
設
さ
れ
て
い
る
総
合
研
究
大
学
院
大
学
・
文
化
科
学
研
究
科
・
国
際
日
本
研

究
専
攻
の
博
士
課
程
学
生
、
文
部
科
学
省
ほ
か
内
外
の
資
金
に
よ
り
派
遣
さ
れ

る
研
究
生
の
受
け
入
れ
ほ
か
が
加
わ
る
。
日
文
研
を
選
択
す
る
こ
れ
ら
の
外
国

人
研
究
員
・
来
訪
研
究
員
・
客
員
研
究
生
な
ど
は
、
元
来
は
特
定
の
専
門
分
野

で
研
練
を
積
ん
で
き
た
場
合
も
多
い
。
だ
が
日
文
研
と
い
う
環
境
に
あ
っ
て
、

狭
い
専
門
に
自
己
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
近
隣
領
域
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
別
の

専
門
領
域
へ
の
越
境
を
目
指
す
傾
向
も
観
察
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
受
け
入
れ

側
の
専
任
教
授
の
多
く
が
、
特
定
の
分
野
で
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
的
に
評
価

さ
れ
る
だ
け
の
実
力
と
見
識
を
発
揮
す
る
面
々
で
あ
り
、
研
究
部
が
こ
れ
ら
の

教
授
ほ
か
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
実
績
が
裏
付
け
と
な
る
。
そ
の

う
え
で
、
研
究
部
教
授
は
、
旧
来
の
教
室
制
の
枠
が
存
在
し
な
い
横
並
び
の
開

放
性
を
確
保
し
、
学
際
的
な
広
が
り
を
前
提
と
し
た
共
同
研
究
ほ
か
の
運
営
責

任
を
負
っ
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
は
既
存
の
機
関
で
は
期
待
で
き
な
い
着
眼
点
や
、

未
開
拓
の
分
野
を
つ
く
成
果
が
達
成
さ
れ
、
創
立
以
来
、
そ
れ
な
り
の
社
会
的

評
価
を
得
る
と
と
も
に（

4
）

、
国
籍
を
問
わ
ず
各
国
か
ら
の
研
究
者
の
参
画
を
得
て
、

国
際
的
な
視
野
か
ら
日
本
研
究
を
推
進
す
る
う
え
で
の
拠
点
と
し
て
、
他
に
代

え
が
た
い
価
値
の
あ
る
研
究
所
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た（

5
）

。
そ
の
裏
打
ち
と

し
て
、
非
日
本
語
に
よ
る
日
本
研
究
文
献
を
も
豊
富
に
揃
え
、
外
来
の
研
究
者

に
積
極
的
に
情
報
提
供
を
図
る
図
書
館
を
は
じ
め
と
し
た
施
設
が
順
調
に
運
用

さ
れ
た
実
績
が
あ
る
。

3
　
国
際
性
・
総
合
性

　
平
均
し
て
十
五
本
以
上
並
設
さ
れ
、
平
均
三
年
間
継
続
さ
れ
る
共
同
研
究
で

は
、
専
任
の
「
研
究
代
表
者
」
を
務
め
る
教
授
と
、
日
文
研
に
公
募
に
よ
り
受

け
入
れ
ら
れ
た
外
国
人
研
究
員
ほ
か
の
参
画
に
よ
り
、
高
い
専
門
性
は
あ
く
ま
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で
前
提
と
し
た
う
え
で
、
学
際
性
・
国
際
性
を
発
揮
し
た
研
究
が
な
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
国
内
・
国
外
か
ら
研
究
代
表
者
を
公
募
す
る
研
究
会
も

実
施
す
る
傍
ら
、
現
時
点
で
は
東
ア
ジ
ア
を
重
点
地
域
と
し
て
、
所
長
経
費
に

よ
る
国
際
共
同
研
究
会
の
枠
組
み
も
複
数
導
入
し
た
。
そ
の
結
果
、
日
文
研
と

い
う
機
関
全
体
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
高
い
国
際
性
と
同
時
に
、
多
岐
に
わ

た
る
総
合
性
を
実
現
し
て
き
た
と
の
評
価
を
、
外
国
人
委
員
を
含
む
外
部
審
査

委
員
会
か
ら
も
得
て
き
た（

6
）

。

　
と
は
い
え
、
昨
今
の
社
会
状
況
は
、
こ
の
よ
う
な
今
ま
で
の
成
果
に
安
住
す

る
こ
と
を
も
は
や
許
さ
な
い
。
そ
こ
に
は
大
き
く
四
つ
の
新
た
な
要
請
が
な
さ

れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
①
ま
ず
、
専
任
教
員
人
事
の
み
な
ら
ず
共
同
研
究
会
の

組
織
お
よ
び
開
催
に
公
募
の
原
則
を
導
入
す
る
こ
と
。
②
十
五
本
の
共
同
研
究

を
個
別
・
無
原
則
に
並
列
す
る
の
で
は
な
く
、
中
期
目
標
に
沿
っ
て
有
機
的
か

つ
概
算
要
求
に
直
結
し
た
計
画
的
立
案
を
行
う
こ
と
。
③
人
間
文
化
研
究
機
構

を
含
め
た
国
内
の
多
く
の
学
術
機
関
と
の
連
携
事
業
を
進
め
つ
つ
、
国
外
の
日

本
研
究
関
係
機
関
と
も
積
極
的
に
協
定
を
締
結
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
機
関
と

し
て
の
成
果
を
達
成
す
る
こ
と
。
④
基
礎
と
な
る
運
営
交
付
金
に
安
住
す
る
の

で
は
な
く
、
科
学
研
究
費
補
助
金
を
は
じ
め
と
す
る
外
部
競
争
資
金
の
獲
得
に

積
極
的
に
努
め
、
そ
れ
ら
を
可
視
的
な
数
値
目
標
と
し
て
着
実
に
達
成
す
る
こ

と
。

　
現
在
も
は
や
こ
う
し
た
公
的
な
指
標
に
対
し
て
批
判
が
ま
し
い
疑
義
を
提
起

す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
禁
忌
に
等
し
い
状
況
を
迎
え
て
い
る
。
だ
が
組
織
防
衛

と
い
う
以
上
に
、
国
際
的
な
視
野
か
ら
日
本
研
究
を
推
進
す
る
以
上
、
最
小
限

必
要
な
指
摘
を
加
え
て
お
き
た
い
。
①
時
代
の
要
請
に
即
応
し
た
公
募
研
究
を

受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
長
期
的
な
視
野
で
の
萌
芽
的
研
究
の
芽
を
摘

む
結
果
を
招
き
か
ね
な
い
。
②
中
期
計
画
と
い
う
財
政
的
な
枠
組
み
に
左
右
さ

れ
な
い
日
本
研
究
を
、
短
期
的
な
国
益
を
離
れ
、
国
際
的
な
研
究
者
の
参
画
に

よ
っ
て
実
現
す
る
場
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
日
文
研
創
設
の
理
念
の
喪
失
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
③
協
定
締
結
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
の
独
立
行
政
法
人
化

（
二
〇
〇
六
年
）
に
と
も
な
い
、
行
政
手
続
き
上
必
要
と
な
っ
た
手
段
に
過
ぎ
ず
、

目
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
も
そ
も
大
学
共
同
利
用
研
と
し
て
設
置
さ
れ
た
機

関
が
、
業
務
目
的
遂
行
の
た
め
、
改
め
て
内
外
の
機
関
と
協
定
を
締
結
し
な
け

れ
ば
研
究
業
務
の
提
携
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
制
度
設
計
上
の
失
敗
で

あ
っ
て
、
個
別
の
機
関
が
負
う
べ
き
責
任
で
は
な
い
。
官
僚
機
構
の
機
能
不
全

の
ツ
ケ
を
研
究
の
現
場
に
転
嫁
す
る
の
は
、
問
題
の
履
き
違
い
で
あ
る
。
④
海

外
と
の
全
方
位
外
交
を
国
是
と
し
て
創
設
し
た
機
関
に
、
海
外
の
個
別
の
研
究

機
関
と
の
協
定
締
結
を
改
め
て
要
請
す
る
の
は
、
創
設
以
来
今
日
ま
で
日
文
研

が
築
い
て
き
た
国
際
的
信
頼
の
基
礎
を
揺
る
が
せ
に
す
る
躓
つ
ま
ず
き
の
石
と
な
り
か

ね
な
い
。
⑤
予
算
額
の
上
限
が
厳
し
く
査
定
さ
れ
て
い
る
外
部
資
金
の
獲
得
競

争
に
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
ま
で
も
が
参
画
す
る
の
で
は
、
教
育
研
究
機

関
全
体
の
利
益
に
か
え
っ
て
水
を
差
す
逆
行
と
な
る
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
大
学

共
同
利
用
機
関
の
設
置
主
旨
を
屋
台
骨
か
ら
掘
り
崩
し
て
い
る
。
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二 
　「
国
際
日
本
研
究
」
の
地
政
学
的
認
識

　
以
上
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
昨
今
の
行
財
政
事
情
は
、
国
際
的
な

視
野
か
ら
「
日
本
研
究
」
を
遂
行
す
る
べ
く
設
置
さ
れ
た
日
文
研
の
創
設
の
理

念
に
対
し
て
、
看
過
で
き
な
い
脅
威
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
へ
の
対
処
は
、
二
〇
一
六
年
九
月
に
「
日
文
研
の
機
能
強
化
に
向
け
た

改
革
案
」
を
文
科
省
に
対
し
て
提
出
す
る
運
び
と
な
っ
て
い
る（

7
）

。
そ
の
た
め
、

こ
の
件
に
は
こ
れ
以
上
こ
こ
で
は
触
れ
ず
、
そ
の
先
に
想
定
さ
れ
る
問
題
点
を
、

日
文
研
を
超
え
た
「
国
際
日
本
研
究
」
の
見
地
か
ら
、
い
く
つ
か
検
討
し
た
い
。

1
　
国
内
的
状
況

　
二
〇
一
〇
年
代
中
葉
か
ら
、
冒
頭
に
触
れ
た
行
財
政
状
況
、
そ
れ
に
起
因
す

る
文
科
省
側
か
ら
の
要
請
に
応
え
て
、
国
公
立
の
み
な
ら
ず
私
立
大
学
を
含
め

た
高
等
研
究
教
育
機
関
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
「
強
化
プ
ラ
ン
」
な
ど
を
提
出
し
て

い
る
。
そ
の
な
か
で
「
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
」
あ
る
い
は
「
国
際
日
本
研
究

コ
ー
ス
」
な
ど
の
設
置
を
謳
っ
た
機
関
も
少
な
く
な
い
。
日
文
研
で
も
人
間
文

化
研
究
機
構
ほ
か
か
ら
の
支
援
も
受
け
、
こ
れ
ら
複
数
の
「
日
本
研
究
」
機
関

を
横
に
束
ね
る
連
絡
網
の
確
立
を
模
索
す
る
動
き
に
対
し
て
積
極
的
に
関
与
す

る
こ
と
が
、
二
〇
一
六
年
七
月
段
階
か
ら
機
関
業
務
の
一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
。
国
内
各
機
関
の
置
か
れ
た
現
状
は
、
新
学
部
の
運
営
や
留
学
生
対
応
、
専

任
教
員
で
は
対
応
困
難
な
専
門
教
育
へ
の
対
処
、
付
属
設
置
研
究
所
（
通
称

「
付
置
研
」）
の
存
続
あ
る
い
は
改
組
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
り
、
け
っ
し
て
一
様

で
は
な
い
。
ま
た
海
外
諸
機
関
と
の
提
携
も
、
現
時
点
で
は
公
私
各
法
人
と
も

ど
も
各
個
撃
破
の
目
標
達
成
を
目
指
し
て
お
り
、
国
内
で
の
外
部
資
金
獲
得
競

争
と
同
様
、
限
ら
れ
た
知
的
資
源
の
掘
削
優
先
権
争
い
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

お
互
い
に
無
駄
な
労
力
と
無
益
な
潰
し
合
い
や
主
導
権
争
い
を
避
け
、
連
帯
し

て
コ
ト
に
対
処
す
る
「
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
体
制
作
り
が
急
務
で
あ
る
こ
と
は
、

言
を
俟ま

つ
ま
い
。

　「
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
体
制
の
運
用
に
あ
た
っ
て
、
注
意
す
べ
き
基
礎
的
事

項
を
い
く
つ
か
列
挙
し
た
い
。
①
各
機
関
の
「
先
陣
争
い
」
に
よ
る
個
別
の
論

功
行
賞
で
は
な
く
、
ど
の
機
関
が
率
先
し
た
に
せ
よ
、
そ
の
利
潤
を
全
体
が
共

有
で
き
る
よ
う
な
、
ゆ
る
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
が
必
要
と
な
る
。
資
金

や
人
材
の
個
別
提
供
の
有
無
を
超
え
て
、
共
催
事
業
の
定
義
を
広
く
設
定
し
、

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
と
し
て
の
学
術
的
貢
献
が
各
構
成
機
関
に
と
っ
て
、
認
証
評

価
そ
の
他
の
場
で
相
互
の
利
益
と
し
て
認
定
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
的
裏
打
ち
が

不
可
欠
だ
ろ
う
。
②
そ
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
特
定
機
関
事
務
局
に
運
営
の

負
担
が
集
中
し
な
い
よ
う
な
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。
行
政
主
導
で
組
織
立
案
を

行
う
と
、
事
務
局
負
担
の
不
公
平
あ
る
い
は
過
重
か
ら
、「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
経

費
」
な
ど
の
時
期
限
定
資
金
が
切
れ
た
段
階
で
、
運
営
が
崩
壊
す
る
危
険
も
あ

る
。
③
さ
ら
に
国
外
と
の
提
携
は
、
元
来
な
ら
ば
外
務
省
の
外
郭
で
あ
る
国
際

交
流
基
金
が
担
っ
て
き
た
業
務
で
あ
る
。
そ
れ
と
の
「
非
能
率
」
な
重
複
業
務
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で
あ
っ
た
は
ず
の
共
同
研
究
の
実
施
は
、
概
算
要
求
に
沿
っ
た
別
途
の
業
務
の

影
に
隠
れ
、
専
任
教
員
は
客
員
研
究
員
な
ど
、
海
外
か
ら
受
け
入
れ
た
研
究
者

の
対
応
（「
研
究
協
力
」）
に
時
間
を
割
く
余
裕
を
喪
失
し
て
い
る
。
客
員
と
し

て
滞
在
し
た
研
究
員
や
院
生
か
ら
も
、
教
員
の
多
忙
な
日
常
業
務
へ
の
理
解
は

示
し
つ
つ
も
、
苦
情
が
漏
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
本
来
の
公
務
が
疎

か
に
な
る
異
常
事
態
が
「
常
態
化
」
し
て
い
る
。

3
　
国
際
的
状
況
と
人
材
活
用
の
全
球
的
視
野

　
以
上
、
明
ら
か
な
よ
う
に
、
組
織
原
理
か
ら
見
た
場
合
、
一
方
で
は
独
立
行

政
法
人
化
に
と
も
な
う
事
務
の
煩
雑
化
、
法
人
間
の
業
務
提
携
の
た
め
の
協
定

締
結
な
ど
面
倒
な
手
続
き
の
皺
寄
せ
が
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
を
構
成
す

る
機
関
か
ら
、
本
来
の
機
能
性
や
開
放
性
を
か
え
っ
て
奪
っ
て
お
り
、
他
方
で

は
行
政
改
革
や
法
人
化
に
伴
う
雇
用
条
件
の
悪
化
、
常
勤
職
員
の
減
少
に
伴
う

時
間
雇
用
な
ど
の
拡
大
に
よ
り
、
事
務
機
構
を
ふ
く
め
た
足
腰
の
弱
体
化
が
、

本
来
の
業
務
維
持
す
ら
困
難
な
状
況
を
生
ん
で
い
る
。

　
こ
う
し
た
不
利
な
条
件
を
挽
回
す
る
に
は
、
い
か
な
る
方
策
が
可
能
で
あ
ろ

う
か
。
筆
者
と
し
て
は
、
こ
こ
で
専
任
と
そ
れ
以
外
の
研
究
者
と
の
関
係
の
み

な
ら
ず
、
教
職
員
の
人
事
を
含
め
て
抜
本
的
に
考
え
直
す
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

①
い
や
し
く
も
「
国
際
」
と
銘
打
っ
た
機
関
に
お
い
て
、
職
員
の
雇
用
に
不
適

切
な
条
件
が
多
す
ぎ
る
。
国
際
機
関
な
ど
で
の
勤
務
経
験
の
あ
る
有
意
の
人
材

を
雇
用
し
よ
う
に
も
、
現
在
の
雇
用
条
件
で
は
、
能
力
に
応
じ
た
ポ
ス
ト
を
提

供
で
き
な
い
。
②
十
五
名
を
原
則
と
し
て
公
募
に
よ
り
採
用
す
る
客
員
研
究
員

に
は
、
現
在
ま
で
の
よ
う
な
来
賓
同
様
の
資
格
の
み
な
ら
ず
、
共
同
研
究
会
の

設
置
や
組
織
運
営
に
よ
り
主
体
的
に
関
与
で
き
る
権
限
を
付
与
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
Ａ
、
専
任
教
員
を
含
め
た
「
核
（
コ
ア
）
メ
ン
バ
ー
」
に
客
員
研
究

員
を
加
え
る
。
Ｂ
、
専
任
教
員
と
ペ
ア
を
組
ん
で
共
同
研
究
主
催
者
と
な
る
。

Ｃ
、
客
員
研
究
員
が
主
催
す
る
共
同
研
究
会
（
現
在
は
国
内
外
と
も
に
年
に
ひ
と

つ
ず
つ
）
の
枠
を
よ
り
柔
軟
に
し
、
実
現
可
能
な
範
囲
で
随
時
拡
大
す
る
。
③

こ
れ
と
連
動
し
て
、
職
員
人
事
、
教
員
人
事
と
も
、
世
界
に
ひ
ら
か
れ
た
公
募

制
を
導
入
す
る
（
職
員
雇
用
経
費
に
は
、
概
算
要
求
額
を
よ
り
自
由
に
投
入
で
き
る

よ
う
な
制
度
改
正
が
不
可
欠
だ
が
）。
④
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
を
活
用
し
、

世
界
各
地
に
散
在
す
る
研
究
者
の
連
絡
網
を
特
定
の
研
究
課
題
に
そ
っ
て

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
環
境
で
立
ち
上
げ
、
日
文
研
の
研
究
資
源
を
ネ
ッ
ト
環
境
で

共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
萌
芽
的
課
題
研
究
を
実
施
す
る
。
⑤
こ
れ
ら
の
運
用

資
金
と
し
て
は
、
概
算
要
求
に
よ
る
期
間
限
定
の
特
定
研
究
資
金
を
積
極
的
に

宛
て
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
十
五
本
を
原
則
と
す
る
本
来
の
共
同

研
究
は
、
あ
く
ま
で
運
営
費
交
付
金
に
よ
る
業
務
と
し
、
財
政
状
況
に
よ
っ
て

左
右
さ
れ
な
い
継
続
的
安
定
性
を
確
保
し
た
い
。

　
こ
う
し
た
新
規
企
画
は
、
三
十
周
年
を
機
に
提
案
し
、
可
能
な
部
分
か
ら
実

現
し
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
。

　
い
ま
ま
で
培
っ
て
き
た
人
的
資
源
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
集
し
つ
つ
、
次
世

代
へ
と
橋
渡
し
す
る
機
会
は
、
三
十
周
年
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
。
⑥
「
総
合
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情
報
発
信
室
」
へ
の
改
組
が
予
定
さ
れ
る
「
文
化
資
料
研
究
企
画
室
」
を
起
点

に
、
世
界
に
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
仮
想
空
間
の
研
究
環
境
を
立
ち
上
げ
、

そ
こ
に
獲
得
資
金
に
よ
る
研
究
推
進
の
基
軸
を
樹
立
す
る
。
⑦
日
文
研
が
過
去

三
十
年
に
わ
た
っ
て
図
書
館
で
築
き
上
げ
て
き
た
書
籍
・
映
像
音
響
資
料
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
も
、
民
間
企
業
と
の
協
同
事
業
に
よ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
、
復
刻

の
商
業
化
な
ど
の
方
途
が
未
開
発
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
資

料
課
・
情
報
課
を
統
括
す
る
「
情
報
管
理
施
設
」
は
「
情
報
事
業
施
設
」
へ
と

改
変
し
、
ま
た
行
政
事
務
を
司
る
「
管
理
部
」
は
「
事
業
部
」
へ
と
脱
皮
す
べ

き
だ
ろ
う
。
行
財
政
の
求
め
る
国
際
的
な
「
日
本
文
化
」
研
究
を
本
気
で
さ
ら

に
発
展
さ
せ
る
の
な
ら（

8
）

。

三
　 「
日
本
研
究
者
」
を
包
む
歴
史
社
会
学
的
状
況

　
以
上
、
学
術
の
内
容
に
は
ま
っ
た
く
立
ち
入
ら
な
い
ま
ま
、
も
っ
ぱ
ら
制

度
・
組
織
の
面
に
限
っ
て
、「
日
本
研
究
」
の
現
状
と
日
文
研
の
果
た
す
べ
き

役
割
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
た
（
こ
れ
は
現
在
、
副
所
長
を
拝
命
し
て
い
る
立

場
と
は
無
関
係
の
見
解
で
あ
る
）。
既
存
の
学
術
分
野
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、

外
枠
の
記
述
の
み
に
終
始
し
た
の
に
は
、
理
由
が
あ
る
。
以
下
残
る
紙
面
で
そ

れ
を
手
短
に
検
討
し
た
い
。

1
　
国
際
的
視
野
と
日
本
研
究
者
の
定
義

　
ひ
と
く
ち
に
「
日
本
研
究
者
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
性
質
上
、
外
縁
も
内
包

も
決
定
で
き
な
い
。
ま
ず
国
内
に
目
を
向
け
れ
ば
、
上
述
の
と
お
り
「
国
語
・

国
文
」「
国
史
」
の
専
門
家
は
、「
日
本
研
究
者
」
と
の
自
覚
を
持
た
な
い
。
こ

れ
ら
の
学
会
に
属
す
る
会
員
を
「
日
本
研
究
者
」
に
数
え
る
か
排
除
す
る
か
は
、

全
く
恣
意
的
で
あ
り
、
行
政
的
に
も
無
意
味
で
あ
る
。
だ
が
「
国
際
日
本
研

究
」
あ
る
い
は
「
国
際
日
本
学
」
と
い
っ
た
特
定
名
称
の
機
関
に
属
す
る
人
員

の
み
を
勘
定
に
入
れ
る
の
も
ま
た
、
過
度
に
限
定
し
た
枠
組
み
を
人
工
的
に
捏

造
す
る
危
険
と
裏
腹
で
あ
る
。
学
内
事
情
や
社
会
環
境
次
第
で
、
こ
う
し
た
枠

組
み
は
極
度
に
流
動
的
で
あ
り
、
特
定
の
学
会
組
織
の
会
員
数
と
し
て
把
握
は

で
き
な
い
。
ひ
た
す
ら
確
固
た
る
数
値
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
行
政
的
要
請
は
、

も
と
よ
り
手
段
と
目
的
と
を
混
同
し
て
い
る
。

　
他
方
、
外
に
目
を
向
け
た
場
合
に
も
、
日
本
研
究
者
を
厳
密
に
定
義
し
た
り
、

そ
の
人
数
の
申
告
を
求
め
た
り
す
る
行
政
の
意
図
は
、
裏
切
ら
れ
て
当
然
だ
ろ

う
。
欧
州
日
本
研
究
学
会
（E

A
JS

）
に
属
す
る
会
員
数
を
把
握
せ
よ
と
い
う
な

ら
結
構
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
例
え
ば
北
欧
日
韓
研
究
学
会
（N

A
JA

K
S

）
の

会
員
の
う
ち
、
韓
国
研
究
者
を
日
本
研
究
者
か
ら
厳
密
に
分
別
す
る
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
の
学
会
の
設
立
主
旨
に
反
す
る
。
北
米
の
ア
ジ
ア
研
究
学
会
（A

A
S

）

の
構
成
員
か
ら
日
本
研
究
者
を
識
別
す
る
の
も
無
理
な
話
。
中
国
、
韓
国
、
台

湾
地
域
、
さ
ら
に
は
東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
を
専
門
と
す
る
日
本
人
は
統
計

か
ら
除
外
し
、
反
対
に
非
日
本
国
籍
の
日
本
研
究
者
の
み
を
無
理
に
抽
出
す
る
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こ
と
に
、
い
か
な
る
学
術
的
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
端
的
に
い
っ
て
、
研
究
者
数
を
把
握
し
て
、
そ
れ
に
そ
っ
て
予
算
措
置
や
学

術
的
評
価
の
基
準
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
数
値
主
義
が
、
日
本
研
究
の
実
態
へ

の
無
理
解
を
助
長
す
る
。
社
会
科
学
の
場
合
、
専
門
分
野
の
な
か
に
は
、
一
定

数
の
日
本
専
門
家
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
を
学
会
構
成
員
の
な
か
か
ら
抽
出
す

る
こ
と
に
は
原
理
的
に
倒
錯
が
あ
る
。
さ
ら
に
頻
繁
な
組
織
改
編
か
ら
日
本
研

究
学
科
が
別
の
東
ア
ジ
ア
研
究
部
や
言
語
文
化
学
部
な
ど
に
統
合
さ
れ
る
。
そ

こ
で
い
ち
い
ち
誰
某
は
日
本
研
究
者
な
の
か
否
か
と
問
う
て
も
無
意
味
で
あ
る
。

だ
が
な
ぜ
か
行
政
は
こ
う
し
た
無
意
味
な
数
値
に
執
着
す
る
。
こ
の
執
着
と
は

何
か
。
そ
れ
は
領
土
的
野
心
の
数
値
表
示
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
だ
が
苟
い
や
し
くも

日
文

研
が
め
ざ
す
日
本
研
究
の
拡
大
は
、
囲
い
込
ん
だ
研
究
者
の
人
数
を
増
や
す
こ

と
な
ど
、
目
的
と
は
し
て
い
な
い
。
日
本
研
究
の
裾
野
を
未
知
の
学
術
的
フ
ロ

ン
テ
ィ
ア
に
向
け
て
展
開
す
る
こ
と
は
有
意
義
だ
ろ
う
が
、
そ
の
境
界
線
を
通

過
す
る
人
材
の
質
量
こ
そ
問
う
に
値
す
る
に
せ
よ
、
総
勢
何
名
が
日
本
研
究
の

陣
地
に
属
し
て
い
る
か
は
、
国
際
的
な
日
本
研
究
の
発
展
に
と
っ
て
は
、
も
と

よ
り
指
標
と
し
て
何
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
。
親
日
派
や
知
日
派
の
人
数
が
何

人
増
加
し
た
か
を
、
諸
外
国
と
競
う
よ
う
な
低
次
元
の
背
比
べ
は
、
も
と
よ
り

眼
中
に
は
な
い
。

　
む
し
ろ
、
日
本
事
情
も
視
野
に
収
め
つ
つ
、
世
界
的
な
次
元
で
発
言
で
き
る

知
識
人
を
、
国
籍
を
問
わ
ず
養
成
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
意
見
を
交
換
で
き
る

自
由
な
言
論
の
場
を
保
証
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
日
文
研
を
含
む
、
国
際
日
本
研

究
の
責
務
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
反
日
や
嫌
日
の
訴
え
に
も
耳
を
傾
け
る
だ
け
の
開

か
れ
た
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
狭
義
の
国
益
を
離
れ
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
な

ら
ば
こ
そ
、
日
本
専
門
家
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
多
様
な
見
解
の
往
来
を
許
す
、

多
方
向
に
開
か
れ
た
回
廊
を
目
指
す
べ
き
だ
ろ
う
。

2
　
世
代
交
代
と
後
継
者
育
成
：
社
会
的
需
要
の
創
出

　
内
外
と
も
に
、
日
文
研
の
創
設
に
携
わ
っ
た
世
代
は
退
場
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
世
代
交
代
と
後
継
者
の
育
成
が
日
程
表
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
併
設
さ
れ
た

総
合
研
究
大
学
院
大
学
の
国
際
日
本
研
究
修
了
生
は
、
国
内
国
外
を
問
わ
ず
、

中
堅
の
研
究
者
に
育
っ
て
い
る
。
特
定
の
専
門
領
域
に
市
場
を
も
た
な
か
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
の
お
か
げ
で
、
こ
の
専
攻
は
、
次
世
代
の
要

請
に
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
を
な
し
て
き
た
。
将
来
の
国
際
的
な
日
本
研
究
の
方
向

を
定
め
る
の
は
、
か
れ
ら
の
任
務
と
な
る
。
創
設
三
十
周
年
を
迎
え
、
客
員
研

究
員
の
み
な
ら
ず
、
大
学
院
修
了
者
を
含
め
た
ネ
ッ
ト
上
の
双
方
向
的
同
窓
会

virtual interactive alum
ni

を
設
立
し
、
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
も
重
要
な
任
務
と

な
る（

9
）

。
従
来
の
日
本
国
内
に
お
け
る
学
術
の
専
門
分
野
に
は
還
元
さ
れ
ず
、
国

内
と
国
外
と
の
閾
に
あ
っ
て
双
方
に
発
言
で
き
る
人
材
の
齎
も
た
ら

す
成
果
か
ら
、
国

際
日
本
研
究
の
真
価
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
現
在
の
英
語
圏
の
学

術
作
法
に
内
属
し
たJapanese Studies

だ
け
が
国
際
学
術
覇
権
を
握
る
こ
と
と

は
、
必
然
的
に
異
質
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
で
は
、
日
本
語
も
作
業
言
語
の
ひ
と

つ
と
し
て
の
相
対
的
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
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3
　
国
際
的
な
視
野
に
立
つ
日
本
研
究
者
と
は
何
か

　
以
上
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
結
論
に
代
え
て
、
簡
単
に
ま
と
め
た
い
。
二
十 

一
世
紀
は
国
民
国
家
の
枠
組
み
の
解
体
過
程
で
あ
り
、
既
存
の
世
界
秩
序
の
崩

壊
と
と
も
に
、
電
子
空
間
で
未
曾
有
の
国
際
紛
争
が
勃
発
す
る
よ
う
な
恐
れ
も

回
避
で
き
ま
い
。
だ
が
根
無
し
の
世
界
市
民
や
世
界
全
体
の
「
故
郷
喪
失
市
民

社
会
」（diasporic civil society
）
が
実
現
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
特
定
の
言
語
や

文
化
へ
の
帰
属
意
識
は
残
っ
た
ま
ま
、
そ
れ
と
は
異
質
の
新
た
な
共
通
の
価
値

観
を
も
模
索
す
る
と
い
う
中
途
半
端
な
漂
流
が
、
な
お
し
ば
ら
く
は
継
続
し
よ

う
。
国
際
的
な
日
本
研
究
も
、
否
応
な
く
そ
の
な
か
に
、
不
確
か
だ
が
不
可
欠

な
流
動
ぶ
り
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　
日
本
の
内
と
外
と
を
双
数
の
焦
点
と
す
る
楕
円
軌
道
―
―
そ
こ
に
国
際
日
本

研
究
も
軌
跡
を
描
く
だ
ろ
う（

10
）

。

注（
1
）  

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
将
来
構
想
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
・
最
終

報
告
書
」(

未
公
開
内
部
資
料)

、
二
〇
一
五
年
三
月
。

（
2
）  

http://w
w

w
.kantei.go.jp/96 _abe/statem

ent/2014 /0506 kichokoen.htm
l. 

こ
の
首
相

発
言
が
「
産
業
競
争
力
会
議
」
に
反
映
さ
れ
、
そ
こ
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
方
針
が
、

二
〇
一
五
年
六
月
八
日
付
で
下
村
文
部
科
学
大
臣
（
当
時
）
名
で
各
国
立
大
学
の
学
長

宛
に
発
送
さ
れ
た
「
通
知
」
に
よ
っ
て
集
約
・
具
体
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
明
白
だ
ろ
う
。

だ
が
こ
の
方
向
へ
の
舵
取
り
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
二
〇
一
三
年
十
一
月
の
「
国
立
大
学

改
革
プ
ラ
ン
」
段
階
で
、
す
で
に
周
到
に
下
準
備
が
整
え
ら
れ
て
い
た
。
二
〇
一
五
年

の
文
部
科
学
大
臣
通
知
に
対
す
る
的
確
な
批
判
と
し
て
は
、
佐
和
隆
光
が
二
〇
一
五
年

八
月
二
十
八
日
付
の
『
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
』（T

he Japan T
im

es

）
に
掲
載
し
た

“Hum
anities under A

ttack

”
が
、
海
外
発
信
に
よ
り
、
国
外
か
ら
も
反
響
を
呼
ん
だ
記

事
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

 

　
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
十
年
遡
る
二
〇
〇
三
年
、
す
な
わ
ち
大
学
法
人
化
に
先
立
つ
時
期

に
、
同
じ
佐
和
は
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
に
参
考
人
と
し
て
招
致
さ
れ
、
発
言
し
て

お
り
（
同
委
員
会
第
十
号
議
事
録
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日
）、
そ
の
要
約
が
佐
和

『
経
済
学
の
す
す
め
―
―
人
文
知
と
批
判
精
神
の
復
権
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
六
年
）

八
八
―
九
〇
頁
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
佐
和
は
、
当
時
日
程
表
に
挙
げ
ら
れ
た

「
大
学
改
革
」
が
、
ソ
ビ
エ
ト
型
統
制
計
画
経
済
政
策
の
二
の
舞
で
あ
り
、
後
者
が
失
敗

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
歴
史
的
経
験
か
ら
し
て
明
白
、
と
す
る
警
告
を
発
し
て
い

る
。
第
三
期
中
期
計
画
を
迎
え
た
今
日
の
日
本
の
国
立
大
学
法
人
は
、
佐
和
が
予
見
し
、

危
惧
し
て
い
た
轍
わ
だ
ち
に
見
事
に
嵌は

ま

り
、
も
は
や
修
正
も
ま
ま
な
ら
ぬ
態
で
、
あ
ら
か
じ
め

約
束
さ
れ
た
失
敗
へ
の
道
を
「
粛
々
」
と
歩
ん
で
い
る
。

 

　
付
言
す
れ
ば
、
国
立
・
公
立
大
学
法
人
の
み
な
ら
ず
、
私
立
大
学
法
人
に
あ
っ
て
も
、

現
今
の
文
教
政
策
に
「
適
切
」
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、「
局
長
」
級
を
は
じ
め
と
す
る

有
力
な
「
天
下
り
」
の
役
員
や
理
事
を
迎
え
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
七
年
早
々
、
次
官
の
引
責
辞
任
を
招
い
た
「
天
下
り
斡
旋
疑
惑
」
は
、
文
科
省

内
の
組
織
的
な
「
違
法
行
為
」
の
「
常
態
化
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
法
人
化
後

の
文
科
行
政
施
策
の
実
施
体
制
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
必
然
的
な
帰
結
で

あ
っ
て
、
法
律
違
反
の
「
立
件
」
は
氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
ま
い
。
水
面
下
の
巨
大
な
氷

山
を
な
す
「
合
法
的
」
な
「
天
下
り
」
ま
で
も
が
、
よ
も
や
内
閣
府
の
お
咎
め
で
も
受

け
る
よ
う
な
事
態
と
な
れ
ば
、
多
く
の
大
学
法
人
組
織
は
、
も
は
や
通
常
の
運
営
す
ら

ま
ま
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
二
〇
一
七
年
一
月
二
〇
日
。
校
正
段
階
で
付
記
）。

（
3
）  
吉
見
俊
哉
『「
文
系
学
部
廃
止
」
の
衝
撃
』
集
英
社
新
書
、二
〇
一
六
年
。
室
井
尚
『
文

系
学
部
解
体
』
角
川
新
書
、
二
〇
一
五
年
。
光
本
滋
『
危
機
に
立
つ
国
立
大
学
』
ク
ル

ス
カ
ル
チ
ャ
ー
出
版
、
二
〇
一
五
年
ほ
か
参
照
。
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（
4
）  
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
に
よ
る
評
価
　
平
成
26
年
度
「
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
人
間
文
化
研
究
機
構
の
平
成
26
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
結
果
」
を

参
照
。http://w

w
w

.nichibun.ac.jp/ja/about/public/index.htm
l.

（
5
）  

「
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
・
外
来
研
究
員
帰
国
時
研
究
報
告

書
」（
個
人
あ
て
）
お
よ
び
そ
の
集
計
結
果
「
帰
国
時
ア
ン
ケ
ー
ト
」（
所
内
資
料
）。
な

お
海
外
研
究
交
流
室
で
は
外
国
人
・
外
来
研
究
員
が
帰
国
の
際
は
、
約
一
か
月
前
を
目

途
に
、上
記
「
帰
国
時
ア
ン
ケ
ー
ト
」、「
住
所
確
認
票
」
お
よ
び
「
帰
国
時
研
究
報
告
書
」

も
併
せ
て
送
付
し
、
提
出
を
依
頼
し
て
い
る
。
平
成
二
十
七
年
度
下
半
期
〜
平
成

二
十
八
年
度
上
半
期
に
か
け
て
帰
国
し
た
研
究
員
に
つ
い
て
は
、
集
計
の
上
、
関
係
委

員
会
で
報
告
済
、
平
成
二
十
八
年
度
下
半
期
は
現
在
取
り
ま
と
め
中
（
二
〇
一
七
年
一

月
三
日
現
在
）。

（
6
）  

「
平
成
27
年
度
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
部
評
価
委
員
会
外
部
評
価
報
告
書
」

平
成
二
十
八
年
三
月
。http://w

w
w

.nichibun.ac.jp/ja/about/public/index.htm
l.

（
7
）  

『
機
能
強
化
に
向
け
た
改
革
に
つ
い
て
』
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人 

人
間
文
化
研
究

機
構 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
平
成
二
十
八
年
十
月
四
日
。

（
8
）  

現
在
、
日
文
研
所
内
で
検
討
さ
れ
、
一
部
成
文
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
計
画
と
は
、
必
ず

し
も
整
合
性
の
な
い
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

（
9
）  

稲
賀
繁
美
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
双
方
同
時
同
窓
会N

ichibunken Interactive A
lum

ni 

N
etw

ork

創
設
に
む
け
て
の
個
人
的
提
言
」
“Tow

ard a N
ichibunken Interactive A

lum
ni 

N
etw

orkA
 Personal Proposal,

” N
ichibunken N

ew
sletter, no.94 , D

ecem
ber 2016 , pp. 

1 -2 .

（
10
）  

筆
者
が
専
門
と
す
る
美
術
史
学
の
国
際
化
の
問
題
と
「
日
本
研
究
」
と
の
関
わ
り
は
、

「
美
術
史
は
全
球
化
し
う
る
か
？
―
―
極
東
の
視
点
か
ら
す
る
批
判
的
注
釈
」（『
日
本
研

究
』
第
五
四
集
、
二
〇
一
七
年
一
月
、
一
〇
五
―
一
二
七
頁
）
お
よ
び
「
美
術
史
は
全

球
化
し
う
る
か
？
」（
特
集
「
脱
戦
後
日
本
美
術
」〉「
世
界
美
術
史
再
検
討
」『
ゲ
ン
ロ
ン
』

第
三
号
、
二
〇
一
六
年
、
一
六
九
―
一
八
九
頁
）
に
公
表
し
た
の
で
、
そ
ち
ら
に
譲
る
。


