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の
共
同
企
画
も
あ
り
、
筆
者
は
こ
ち
ら
に
も
頻
繁
に
招
聘
さ
れ
て
い
る
。
研
究
者
は
相
互
に
知
人
同
士
だ
が
、

組
織
上
は
縦
割
り
乱
立
の
傾
向
は
否
め
な
い
。
パ
リ
で
す
で
に
こ
の
錯
綜
状
態
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
研
究

に
関
係
す
る
研
究
者
網
に
つ
い
て
は
、B

ulletin de la Société francaise des É
tudes japonaises

︵SF
E

J

︶
に

名
簿
が
あ
る
。
な
お
、
ア
ル
ザ
ス
のC

entre européen des études japonaises en A
lsace

︵C
E

E
JA

︶
が
ス

ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
と
も
密
接
な
関
係
を
も
ち
つ
つ
、
英
語
圏
や
独
語
圏
を
含
め
た
欧
州
の
日
本
研
究
網
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
たM

aison franco-japonaise à Tokyo, Institut Franco-japonais à 

K
ansai

な
ど
と
の
協
力
関
係
も
、
組
織
水
準
で
は
な
お
未
開
拓
だ
が
、
日
文
研
と
し
て
将
来
深
め
て
ゆ
く
可
能

性
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
大
学
の
日
本
関
係
の
教
育
・
研
究
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

 

︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
︶

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
と
日
文
研

榎
　
本
　
　
　
渉

東
京
大
学
に
は
附
置
研
究
所
と
し
て
史
料
編
纂
所
が
あ
る
。
前
近
代
の
日
本
史
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
者
な
ら

ば
、
名
前
を
聞
い
た
こ
と
の
な
い
者
は
お
よ
そ
存
在
し
な
い
ほ
ど
、
こ
れ
ま
で
歴
史
研
究
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
研
究
機
関
で
あ
る
。
現
在
の
史
料
編
纂
所
に
直
接
つ
な
が
る
前
身
組
織
は
、
一
八
六
九
年
に
明
治

天
皇
の
詔
を
受
け
て
維
新
政
府
が
設
置
し
た
史
料
編
輯
国
史
校
正
局
で
あ
る
︵
以
下
歴
代
の
前
身
機
関
も
併
せ
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て
﹁
史
料
編
纂
所
﹂
と
便
宜
表
記
す
る
︶。
東
京
大
学
は
一
八
七
七
年
に
設
立
さ
れ
、
史
料
編
纂
所
は
一
八
八
八

年
に
内
閣
か
ら
大
学
に
所
属
を
変
更
し
た
か
ら
、
史
料
編
纂
所
は
大
学
本
体
よ
り
も
古
い
歴
史
を
有
す
る
組
織

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
た
び
私
は
、
こ
の
史
料
編
纂
所
と
日
文
研
に
つ
い
て
一
文
を
物
せ
よ
と
の
指
令
を
受
け
た
。
日
本
史
研

究
者
で
あ
り
か
つ
東
京
大
学
出
身
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
の
人
選
だ
ろ
う
が
、
私
は
二
个
月
間
日
本
学
術

振
興
会
特
別
研
究
員
︵
Ｐ
Ｄ
︶
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
た
︵
採
用
直
後
に
他
所
に
転
任
︶
以
外
に
同
機
関
に
属

し
た
こ
と
は
な
く
、
内
情
を
知
悉
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
私
が
史
料
編
纂
所
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
る
の
は
、
外
部
の
人
間
と
し
て
の
立
場
に
過
ぎ
な
い
点
は
断
っ
て
お
き
た
い
。

一
般
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
史
料
編
纂
所
と
日
文
研
は
対
極
的
な
存
在
だ
ろ
う
。
史
料
編
纂
所
の
当
初
の
使
命

は
日
本
国
の
正
史
︵
国
家
の
歴
史
書
︶
の
続
編
編
纂
だ
っ
た
が
、
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
重
野
安
繹
は
清
朝
考

証
学
の
薫
陶
を
受
け
た
漢
学
者
で
あ
る
。
彼
は
史
料
の
収
集
と
厳
密
な
考
証
を
宗
と
し
、
久
米
邦
武
ら
と
と
も

に
実
証
史
学
の
立
場
を
堅
持
し
て
、
一
部
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
国
学
者
や
政
治
運
動
家
た
ち
か
ら
歴
史
学
の

中
立
性
を
守
っ
た
。
史
料
編
纂
所
は
一
八
九
五
年
を
以
て
編
年
史
料
集
︵﹃
大
日
本
史
料
﹄︶
の
編
纂
に
方
針
を

改
め
る
。
こ
れ
は
一
面
で
は
正
史
と
い
う
国
定
の
﹁
物
語
﹂
の
放
棄
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
実
証

主
義
的
立
場
は
確
定
し
た
。
昭
和
の
皇
国
史
観
や
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
歴
史
学
の
台
頭
の
中
で
、
所
員
個
人
と
し
て

は
そ
れ
ら
に
傾
倒
す
る
者
が
い
て
も
、
研
究
所
と
し
て
は
史
料
集
編
纂
を
責
務
と
し
、
特
定
の
政
治
的
立
場
に

与
す
る
活
動
は
行
な
わ
な
か
っ
た
。
史
料
編
纂
所
の
こ
の
よ
う
な
禁
欲
的
な
姿
勢
が
、
軍
部
の
台
頭
や
Ｇ
Ｈ
Ｑ

占
領
の
時
代
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
一
世
紀
以
上
の
編
纂
事
業
を
可
能
に
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

た
だ
し
久
米
の
論
文
﹁
神
道
は
祭
天
の
古
俗
﹂︵
一
八
九
一
年
︶
に
多
く
の
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
た
こ
と
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
厳
格
な
実
証
史
学
が
必
ず
し
も
江
湖
で
全
面
的
な
歓
迎
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
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も
そ
も
史
料
編
纂
所
の
第
一
の
使
命
は
歴
史
の
素
材
で
あ
る
史
料
の
整
理
・
公
刊
だ
っ
た
が
、
社
会
一
般
で
言

え
ば
難
解
な
史
料
集
や
煩
瑣
な
実
証
な
ど
よ
り
、
日
本
の
歩
み
を
大
き
な
見
地
か
ら
分
か
り
や
す
く
示
す
見
取

り
図
と
し
て
の
歴
史
︵
ま
た
は
史
論
・
歴
史
哲
学
︶
の
需
要
の
方
が
大
き
か
っ
た
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
が
優
れ
て

い
る
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
一
般
に
歴
史
に
求
め
ら
れ
る
二
つ
の
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
日
文
研
で
は
創

設
以
来
、
後
者
＝
見
取
り
図
と
し
て
の
歴
史
が
、
一
定
の
位
置
を
占
め
て
き
た
。﹁
学
際
的
研
究
﹂﹁
国
際
協

力
﹂
を
主
要
コ
ン
セ
プ
ト
に
掲
げ
、
狭
義
の
日
本
史
学
者
に
限
ら
な
い
国
内
外
の
哲
学
者
や
文
化
論
者
が
議
論

に
参
加
し
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
だ
ろ
う
が
、
実
証
史
学
の
“
ぶ
れ
な
い
”
研
究
姿
勢
の
み
で
は
す
く
い
き
れ

な
い
社
会
の
要
求
や
国
際
的
動
向
に
迅
速
に
応
じ
ら
れ
る
柔
軟
性
も
期
待
で
き
た
。
三
年
間
で
成
果
を
ま
と
め

る
共
同
研
究
と
い
う
形
態
も
、
研
究
に
一
定
の
柔
軟
性
を
担
保
す
べ
く
設
定
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

ま
っ
た
く
﹁
実
証
﹂
的
な
話
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
日
文
研
は
、
実
証
史
学
の
み
で
は
満
た
さ
れ
な
い
知
的

需
要
を
引
き
受
け
る
役
割
も
果
た
し
て
き
た
の
だ
と
思
う
。

た
だ
し
﹁
学
際
的
研
究
﹂﹁
国
際
協
力
﹂
に
類
す
る
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
文
科
省
の
肝
煎
り
も
あ
り
、
今
で
は

日
文
研
に
限
ら
ず
全
国
至
る
と
こ
ろ
で
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
の
史
料
編
纂
所
も
、
今
で
は
史
料
収

集
・
編
纂
の
使
命
は
堅
持
し
つ
つ
、
よ
り
間
口
の
広
い
研
究
組
織
を
志
向
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
画
像
史
料
解

析
セ
ン
タ
ー
・
前
近
代
日
本
史
情
報
国
際
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
設
け
て
対
象
と
す
る
史
料
の
範
囲
を
広
げ
、
海
外

資
料
調
査
や
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
連
年
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
く
、
学
際
性
・
国
際
性
を
獲
得
し

つ
つ
あ
る
。
国
内
外
の
研
究
者
の
受
け
入
れ
や
共
同
研
究
に
も
積
極
的
で
、
私
も
個
人
と
し
て
、
去
年
度
は
臨

済
宗
夢
窓
派
、
今
年
度
は
中
世
医
書
の
調
査
を
テ
ー
マ
に
共
同
研
究
を
申
請
し
、
受
け
入
れ
て
い
た
だ
い
た
。

恵
ま
れ
た
蔵
書
と
い
う
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
中
で
一
世
紀
以
上
不
変
の
体
制
に
安
住
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し

て
な
い
。
具
体
的
な
成
案
は
な
い
の
で
抽
象
的
な
物
言
い
し
か
で
き
な
い
が
、
日
文
研
も
今
や
﹁
学
際
的
研
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究
﹂﹁
国
際
協
力
﹂
と
い
う
題
目
だ
け
で
は
独
自
性
を
示
す
こ
と
が
難
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
の
面
で
の
先
駆
者
と
し
て
の
地
位
は
重
宝
す
べ
き
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
に
加
え
て
研
究
の
質
や
広
が
り
を
変

え
る
何
ら
か
の
自
己
変
革
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

 

︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
︶

日
文
研
の
中
庭
で
想
う
こ
と

井
　
上
　
章
　
一

ま
だ
、
若
い
こ
ろ
、
二
〇
歳
台
な
か
ば
か
ら
三
〇
す
ぎ
ま
で
、
私
は
京
大
の
人
文
研
に
つ
と
め
て
い
た
。
日

本
部
の
助
手
と
い
う
か
っ
こ
う
で
、
七
年
間
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
か
ら
八
七
年
ま
で
の
あ
い

だ
で
あ
る
。

ふ
る
さ
と
の
悪
口
も
ど
う
か
と
思
う
が
、
オ
フ
ィ
ス
の
見
て
く
れ
は
ひ
ど
か
っ
た
。
打
ち
っ
ぱ
な
し
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
、
全
体
は
あ
ら
っ
ぽ
く
し
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
の
に
、
古
風
な
ア
ー
チ
を
あ
し
ら
い
、
建
物
は

愛
想
を
ふ
り
ま
い
て
い
た
。
現
代
的
な
無
骨
さ
を
あ
ら
わ
し
た
い
の
か
、
そ
れ
と
も
過
去
へ
の
ロ
マ
ン
に
ひ
た

り
た
い
の
か
。
な
に
を
し
め
し
た
い
の
か
が
、
わ
か
ら
な
い
。
筋
の
と
お
ら
な
い
デ
ザ
イ
ン
の
建
物
で
あ
っ
た
。

導
線
の
あ
ん
ば
い
も
、
ぐ
あ
い
が
い
い
と
は
、
と
う
て
い
言
い
き
れ
な
い
。
平
面
計
画
も
お
そ
ま
つ
な
、
ま

と
ま
り
の
な
い
建
物
で
あ
っ
た
と
思
う
。


