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特
　集

日
本
研
究
の
道
し
る
べ
―
―
必
読
の
一
〇
〇
冊

　
ポ
ス
ド
ク
や
助
教
な
ど
の
任
期
切
れ
を
前
に
鬱
々
と
し
て
い
た
若
い
研
究
者

が
︑
一
転
し
て
明
る
い
顔
で
公
募
を
勝
ち
抜
き
専
任
の
ポ
ス
ト
を
得
た
︑
と
報

告
し
て
く
る
と
自
分
の
教
え
子
で
な
く
と
も
安あ
ん

堵ど

す
る
︒
細
か
く
任
期
の
区
切

ら
れ
た
若
い
研
究
者
の
身
分
の
不
安
定
さ
は
︑
社
会
に
出
て
か
ら
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
で
生
き
て
き
た
身
と
し
て
は
痛
い
ほ
ど
わ
か
る
︒
そ
の
時
︑
あ
く
ま
で
も
ぼ

く
の
個
人
的
な
印
象
を
記
す
な
ら
︑﹁
ガ
チ
の
公
募
﹂
で
採
用
さ
れ
た
者
は
︑

専
門
が
何
で
あ
れ
︑
し
ば
し
ば
︑
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
に
つ
い
て
の
論

文
を
二
つ
か
三
つ
書
い
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
︒
実
際
︑
面
接
で
ま
ん

が
・
ア
ニ
メ
関
連
の
講
義
を
﹁
期
待
﹂
さ
れ
た
︑
と
い
う
話
は
幾
度
も
聞
い
た
︒

こ
れ
は
︑
こ
の
分
野
が
学
術
研
究
と
し
て
若
手
研
究
者
を
積
極
的
に
育
成
し
よ

う
と
い
う
気
運
の
反
映
と
い
う
よ
り
︑
こ
う
い
う
表
現
は
不
適
切
だ
ろ
う
が
︑

そ
う
偏
差
値
の
高
く
な
い
大
学
に
あ
っ
て
は
︑
い
か
に
学
生
を
教
室
に
繫
ぎ
止

め
る
か
と
い
う
算
段
と
し
て
︑
ア
ニ
メ
の
話
で
も
聞
か
せ
て
お
く
か
︑
と
い
う

身
も
蓋ふ
た

も
な
い
経
営
判
断
が
見
え
隠
れ
す
る
の
は
否
定
で
き
な
い
︒
だ
か
ら
︑

﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
﹂
な
る
︑
い
つ
の
間
に
か
湧
い
て
出
た
（
申

し
訳
な
い
が
︑
そ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
）
研
究
領
域
に
︑
幾い
く

許ば
く

か
の
存
在
価
値

が
見
出
せ
る
と
す
れ
ば
︑
不
安
定
な
人
文
系
若
手
研
究
者
の
就
職
の
ツ
ー
ル
と

し
て
で
し
か
な
い
︒

　
正
直
な
感
想
を
記
せ
ば
︑﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
な
る
新
領
域
は
︑

二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
こ
の
国
で
始
ま
っ
た
﹁
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
﹂
の
経
済
政

策
化
︑
そ
し
て
﹁
コ
ン
テ
ン
ツ
系
﹂
と
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
た
ま
ん
が
・
ア
ニ

メ
・
映
画
・
ゲ
ー
ム
等
の
﹁
創
作
﹂
を
教
え
る
学
部
・
学
科
︑
大
学
院
の
氾
濫

（
と
形
容
し
て
差
し
支
え
な
い
の
は
︑
そ
の
後
︑
廃
止
︑
あ
る
い
は
組
織
変
更
等
で
発

足
当
初
の
形
を
留
め
て
い
る
も
の
は
む
し
ろ
少
数
派
だ
か
ら
だ
）
に
続
く
︑﹁
サ
ー

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
　Popular C

ulture

大
塚
英
志

キ
ー
ワ
ー
ド
： 

在
野
の
研
究
︑
民
俗
学
︑
常
民
︑
大
衆
︑
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
︑
子
ど
も
文
化
論
︑
牧
野
守
︑
読
者
文
芸
︑
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︑

目
録
化
︑
産
業
遺
産
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ド
・
ウ
ェ
ー
ブ
﹂
と
し
て
︑﹁
研
究
﹂
に
そ
の
波
が
及
ん
だ
と
い
う
印
象
は
拭ぬ
ぐ

え
な
い
︒
た
だ
︑
そ
の
﹁
波
﹂
は
︑
こ
れ
も
身
も
蓋
も
な
く
記
せ
ば
︑
さ
ざ
波

で
あ
っ
て
︑
し
か
し
︑
そ
こ
に
︑
こ
の
と
こ
ろ
ひ
ど
く
抑
圧
さ
れ
て
い
る
と
感

じ
て
い
る
人
々
が
少
な
か
ら
ず
い
る
人
文
・
社
会
学
系
の
ア
カ
デ
ミ
ア
や
研
究

機
関
（
無
論
︑
日
文
研
も
例
外
で
は
な
い
）
が
﹁
生
き
残
り
﹂
の
手
段
の
一
つ

（
あ
く
ま
で
一
つ
）
と
し
て
︑
ち
び
ち
び
と
わ
ず
か
な
チ
ッ
プ
を
置
い
た
︑
と

い
っ
た
と
こ
ろ
が
正
確
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
︒

　
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
の
少
な
く
と
も
﹁
現
在
﹂
は
こ
の
よ
う
な
不

愉
快
な
文
脈
の
上
に
少
な
か
ら
ず
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
研
究
を
含
め
︑
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル

チ
ャ
ー
︑
あ
る
い
は
マ
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
︑
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
︑
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
︑
大
衆
文
化
︑
あ
る
い
は
庶
民
文
化
︑
常
民
文
化
︑
風
俗
文
化
︑
消
費

文
化
︑
お
た
く
（
オ
タ
ク
）
文
化
︑
世
相
︑
流
行
と
呼
び
名
は
ど
う
あ
れ
︑
ま

た
︑
そ
れ
ら
の
﹁
名
﹂
が
指
し
示
す
領
域
は
当
然
一
致
し
な
い
と
は
い
え
︑
こ

れ
ら
の
重
な
り
合
い
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
領
域
が
︑
こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
︑

学
術
に
限
ら
ず
︑
研
究
と
議
論
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
ぼ

く
は
少
し
も
否
定
し
な
い
︒
編
集
委
員
か
ら
の
オ
ー
ダ
ー
は
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ

ル
チ
ャ
ー
研
究
﹂
を
始
め
よ
う
と
す
る
初
心
者
に
導
入
的
な
入
門
書
や
基
本
文

献
を
挙
げ
よ
︑
と
い
う
も
の
だ
が
︑
重
要
な
の
は
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂

研
究
と
い
う
﹁
名
﹂
の
流
行
が
去
っ
た
後
で
︑
そ
こ
か
ら
何
を
始
め
る
こ
と
が

で
き
る
か
で
あ
る
︒
今
す
べ
き
は
不
在
の
領
域
の
手
軽
な
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
の
提

示
で
は
な
く
︑
流
行
の
後
に
向
け
た
準
備
で
あ
る
︒

　
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
」
研
究
流
行
以
前

　
確
か
に
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
の
名
を
冠
し
た
学
術
書
や
学
術
雑
誌

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
︑
し
か
し
︑﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
と
わ
ざ

わ
ざ
片
仮
名
表
記
さ
れ
る
学
術
領
域
名
と
︑
和
語
と
し
て
日
文
研
な
ど
が
採
用

し
て
い
る
﹁
大
衆
文
化
﹂
と
い
う
語
と
の
間
に
さ
え
冷
静
に
考
え
れ
ば
乖
離
が

あ
る
こ
と
は
素
人
考
え
で
も
わ
か
る
︒
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
（popular

）
な
る
語
の
意

味
を
検
索
す
れ
ば
︑﹁
一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ
る
﹂﹁
あ
り
ふ
れ
て
い
る
﹂
と
い

う
意
味
で
あ
る
と
い
う
の
が
︑
い
く
つ
か
の
ウ
ェ
ブ
辞
書
の
最
大
公
約
数
的
見

解
で
あ
る
︒﹁
ニ
コ
ニ
コ
大
百
科
（
仮
）﹂
に
は
﹁
語
源
は
ラ
テ
ン
語
で
︑
人
民

に
属
す
る
﹂
な
ど
の
意
味
が
あ
る
と
少
し
踏
み
込
ん
だ
こ
と
を
教
え
て
も
く
れ

る
︒

　
す
る
と
︑
少
な
く
と
も
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
な
る
語
に
は
︑﹁
大

衆
﹂
＝
﹁
マ
ス
（m

ass

）﹂
の
意
味
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
︑﹁
一
般
的
﹂﹁
広
く

好
ま
れ
る
﹂
か
ら
転
じ
て
︑
量
的
に
多
い
人
々
に
支
持
さ
れ
る
︑
故
に
﹁
大
衆

文
化
﹂
と
い
う
和
語
に
な
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
︒
む
し
ろ
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
の
訳
と
し
て
は
﹁
民
衆
文
化
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
常
民
文
化
﹂
と

い
う
既
に
学
術
の
領
域
で
相
応
の
蓄
積
が
あ
る
領
域
を
示
す
語
が
ニ
ュ
ア
ン
ス
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と
し
て
は
近
い
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
そ
う
考
え
た
時
︑﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
と
い
う
新
し
い
名
と
領
域

を
標
榜
す
る
こ
と
に
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
︒
一
体
︑﹁
常
民
文
化
﹂﹁
庶

民
文
化
﹂﹁
民
衆
文
化
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
領
域
へ
の
︑
民
俗
学
や
民
衆

史
︑
庶
民
生
活
史
な
ど
の
研
究
と
︑
こ
の
新
し
い
と
さ
れ
る
領
域
は
ど
う
異
な

る
の
か
︒
そ
う
い
う
当
た
り
前
の
疑
問
を
ス
ル
ー
し
て
︑
個
別
に
行
な
わ
れ
て

き
た
︑
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
や
歌
謡
曲
や
妖
怪
や
春
画
な
ど
の
個
別
の
領
域
の
研

究
を
た
だ
新
し
い
名
で
︑
強
引
に
領
域
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
︒

　
そ
の
結
果
︑
新
領
域
を
標
榜
す
る
が
故
に
︑﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
研

究
﹂
な
る
も
の
が
柳
田
民
俗
学
を
含
め
た
︑﹁
常
民
﹂﹁
庶
民
﹂﹁
市
民
﹂﹁
民

衆
﹂﹁
大
衆
﹂
を
担
い
手
と
す
る
﹁
文
化
﹂
を
対
象
と
し
た
先
達
の
仕
事
と
暗

黙
の
う
ち
に
切
断
さ
れ
て
は
い
な
い
か
︒

　
例
え
ば
︑
柳
田
國
男
﹃
明
治
大
正
史 

世
相
篇
﹄（
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
二
一；

講
談
社
学
術
文
庫
︑
一
九
九
三
）
が
こ
の
先
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
﹂

の
側
か
ら
読
み
直
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
の
か
︒
こ
の
書
は
目
に
映
る
色
彩
や
恋

愛
な
ど
の
感
情
と
い
っ
た
︑
い
わ
ば
﹁
コ
ン
テ
ン
ツ
﹂﹁
ソ
フ
ト
﹂
の
形
を
と

ら
な
い
﹁
大
衆
文
化
﹂
の
微
細
な
推
移
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
点
で
今
も
先
駆

で
あ
る
︒
噓
を
つ
く
と
い
う
行
為
を
常
民
の
﹁
芸
術
﹂
と
し
て
論
じ
る
同
じ
く

柳
田
國
男
﹃
不
幸
な
る
芸
術
﹄（
筑
摩
書
房
︑
一
九
五
三；

岩
波
文
庫
所
収
︑

一
九
七
九
）
に
も
通
じ
る
視
座
が
示
さ
れ
る
︒

　
し
か
し
︑
そ
の
筆
致
は
後
半
に
な
る
と
︑
一
九
二
八
年
に
実
施
さ
れ
た
こ
の

国
で
最
初
の
普
通
選
挙
で
選
挙
民
が
﹁
個
﹂
で
な
く
﹁
選
挙
群
﹂
と
し
て
投
票

し
た
こ
と
へ
の
怒
り
へ
と
変
わ
る
︒
有
権
者
が
﹁
選
挙
群
﹂
と
し
て
投
票
行
動

を
行
な
い
︑﹁
個
﹂
の
判
断
を
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
し
た
こ
と
に
憤
る
の
だ
︒﹁
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
を
﹁
大
衆
文
化
﹂
と
同
義
と
す
れ
ば
︑
当
然
︑﹁
大

衆
﹂
な
る
概
念
の
確
認
か
ら
入
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
過
程
で
︑
オ
ル
テ
ガ
の

﹃
大
衆
の
反
逆
﹄（
一
九
二
九
）
あ
た
り
を
読
み
︑﹁
大
衆
﹂
と
は
︑
無
知
蒙も
う

昧ま
い

な
る
群
れ
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
自
由
だ
︒
し
か
し
︑
大
衆
や
大
衆
社

会
を
﹁
嗤わ
ら

ふ
﹂
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
ら
ず
︑
そ
の
﹁
先
﹂
に
柳
田
の
学
問
は
あ
る
︒

柳
田
は
﹃
明
治
大
正
史 

世
相
篇
﹄
で
︑
彼
の
学
問
の
目
的
に
﹁
選
挙
民
育
成
﹂︑

つ
ま
り
︑﹁
主
権
者
教
育
﹂
を
明
確
に
置
く
︒
そ
し
て
︑
自
ら
が
自
ら
の
社
会

や
歴
史
を
観
察
・
記
録
し
︑
議
論
し
公
共
性
を
構
築
す
る
﹁
公
民
﹂
の
ツ
ー
ル

と
し
て
柳
田
の
学
問
は
立
ち
上
が
る
︒

　
こ
の
時
期
の
柳
田
の
考
え
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
が
以
下
の
一
文
で
あ
る
︒

　
だ
か
ら
文
芸
は
ま
ず
個
々
の
実
験
者
が
︑
各
自
の
分
担
し
た
部
分
を
あ

り
の
ま
ま
に
報
告
し
て
く
れ
る
様
に
︑
改
造
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
わ

け
で
︑
そ
れ
が
協
力
し
て
新
た
な
る
人
生
観
を
組
立
て
る
と
い
う
ま
で
は
︑

あ
る
い
は
ま
だ
意
識
せ
ら
れ
て
居
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
兎
に
角
に

自
然
主
義
運
動
の
︑
自
然
の
論
理
は
そ
こ
へ
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

（
柳
田
國
男
﹁
花
袋
君
の
作
と
生
き
方
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
三
〇
年
五
月
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十
九
︱
二
十
一
日
）

　
田
山
花
袋
の
死
に
際
し
て
書
か
れ
た
文
章
の
中
で
︑
柳
田
は
彼
の
学
問
を

﹁
自
然
主
義
運
動
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
︒
そ
れ
を
﹁
自
然
の
論
理
﹂︑
そ
し
て

そ
れ
を
持
ち
寄
っ
て
﹁
新
た
な
る
人
生
観
﹂（
つ
ま
り
広
義
の
公
共
性
）
を
つ
く

る
﹁
個
々
の
実
験
者
﹂
の
作
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
十
年
ほ
ど
前
︑
ア
メ
リ
カ
の
流
行
の
影
響
で
﹁
公
共
民
俗
学
﹂
が
一
時
︑
語

ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑
例
え
ば
そ
う
い
う
﹁
流
行
﹂
と
は
無
縁
に
︑
こ
こ

で
柳
田
が
憤
っ
た
﹁
選
挙
﹂
と
い
う
大
衆
文
化
を
在
野
で
研
究
す
る
杉
本
仁

﹃
選
挙
の
民
俗
誌
︱
︱
日
本
的
政
治
風
土
の
基
層
﹄（
梟
社
︑
二
〇
〇
七
）
の
よ

う
な
仕
事
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
向
か
わ
ず
︑
大
衆
文
化
研
究
を
脱
政

治
化
す
る
た
め
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
語
が
採
用
さ
れ

た
と
は
思
い
た
く
な
い
も
の
だ
︒

　
あ
る
い
は
︑
現
在
の
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
と
し
て
の
ま
ん
が
・
ア

ニ
メ
・
ゲ
ー
ム
な
ど
の
﹁
研
究
﹂
で
し
ば
し
ば
関
心
を
呼
ぶ
の
が
﹁
二
次
創

作
﹂
な
ど
の
﹁
受
け
手
﹂
の
参
画
で
あ
る
︒
北
米
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
論
の
援

用
や
イ
ア
ン
・
コ
ン
ド
リ
ー
な
ど
の
﹁
協
働
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
に
よ
っ
て
︑
あ

た
か
も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
事
態
と
論
じ
ら
れ
る
こ
の
現
象
を
︑
は
る
か
昔
に

﹁
読
者
文
芸
﹂
と
名
付
け
︑
民
間
文
芸
の
本
質
だ
と
さ
り
げ
な
く
指
摘
し
た
柳

田
國
男
﹃
口
承
文
芸
史
考
﹄（
中
央
公
論
社
︑
一
九
四
七；

﹃
柳
田
國
男
全
集
16
﹄

所
収
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
九
九
）
か
ら
︑
何
故
︑
始
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
か
︒

﹁
妖
怪
﹂
と
い
う
大
衆
受
け
す
る
題
材
の
継
承
で
は
な
く
︑
柳
田
の
﹁
常
民
﹂

﹁
公
民
﹂
へ
の
問
い
か
け
が
︑﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂﹁
大
衆
文
化
﹂
研

究
の
基
礎
と
な
る
こ
と
は
こ
れ
か
ら
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒

　
同
様
に
︑
宮み
や

武た
け

外が
い

骨こ
つ

︑
今こ
ん

和
次
郎
︑
宮
本
常
一
︑
赤
松
啓
介
︑
き
だ
み
の
る

ら
︑
ア
カ
デ
ミ
ア
の
側
か
ら
見
れ
ば
周
縁
的
な
人
々
ま
で
含
め
て
︑﹁
大
衆
﹂

や
そ
の
文
化
に
特
異
な
接
近
を
し
た
人
々
の
﹁
問
い
﹂
や
﹁
大
衆
﹂
観
︑﹁
文

化
﹂
観
に
立
ち
還
る
べ
き
だ
し
︑
戦
後
に
於
い
て
も
︑
花
田
清き
よ

輝て
る

︑
今
村
太
平
︑

鶴
見
俊
輔
︑
石
子
順
造
︑
加か

太た

こ
う
じ
︑
山
中
恒ひ
さ
し︑

中
原
弓
彦
ら
数
え
上
げ
れ

ば
き
り
が
な
い
︑﹁
評
論
家
﹂
の
名
で
︑
各
分
野
で
リ
ス
ペ
ク
ト
さ
れ
た
人
々

の
名
も
当
然
︑
思
い
起
こ
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

　
今
や
︑
ネ
ッ
ト
の
検
索
と
ア
マ
ゾ
ン
（A

m
azon

）
の
注
文
で
パ
ソ
コ
ン
の
前

で
多
く
の
書
物
が
簡
単
に
手
に
入
る
時
代
で
あ
る
の
で
︑
彼
ら
の
著
作
の
名
は

敢
え
て
記
さ
な
い
か
ら
︑
自
力
で
辿た
ど

り
つ
き
︑
何
を
読
む
べ
き
か
を
自
分
で
判

断
す
べ
き
だ
︒

　
こ
う
い
っ
た
過
去
の
仕
事
と
の
切
断
は
﹁
カ
ワ
イ
イ
﹂
あ
た
り
を
安
易
な
学

術
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
研
究
に
も
見
て
と
れ
る
︒
二
〇
〇
〇
年
代
の
現
代
ア
ー

ト
の
流
行
か
ら
始
め
て
し
ま
う
の
で
︑
本
田
和ま
す

子こ

﹃
異
文
化
と
し
て
の
子
ど

も
﹄（
紀
伊
国
屋
書
店
︑
一
九
八
二；

ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
一
九
九
二
）
な
ど
の
一

群
の
子
ど
も
論
︑
少
女
文
化
論
が
し
ば
し
ば
忘
却
さ
れ
る
︒
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ

研
究
な
ど
は
特
に
そ
の
傾
向
が
強
い
が
︑
研
究
対
象
も
文
献
も
八
〇
年
代
に
さ

え
遡
さ
か
の
ぼろ
う
と
し
な
い
態
度
は
と
く
に
流
行
の
分
野
で
は
散
見
す
る
︒
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だ
か
ら
︑﹁
子
ど
も
文
化
論
﹂
と
し
て
︑
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
を
含
む
多
く
の

﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
系
譜
も
忘
れ
ら
れ
る
︒
例

え
ば
︑
高
山
英
男
（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
項
目
は
な
い
）
が
主
導
し
た
﹁
子
ど
も

調
査
研
究
所
﹂
と
い
う
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
会
社
が
︑
い
ち
い
ち
固
有
名
の
説
明

は
し
な
い
が
︑
近
藤
純
夫
︑
斉
藤
次
郎
︑
村
上
知
彦
︑
橘き
つ

川か
わ

幸
夫
︑
鈴
木
敏
夫

と
い
っ
た
批
評
家
や
実
践
家
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
興
味
深
い
が
誰

か
そ
の
意
味
に
気
が
つ
い
て
い
る
の
か
︒
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
︑
子
ど
も
文
化
論

を
標
榜
し
つ
つ
︑
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
論
の
潮
流
を
秘
か
に
作
っ
て
き
た
の
で
あ

る
︒

　
そ
も
そ
も
︑
文
学
の
領
域
で
は
︑﹁
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
は
戦
後
文
学
を
め

ぐ
る
本
質
的
な
問
い
と
し
て
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
文
学
の
ラ
ノ
ベ
化
よ
り
は
る
か

以
前
の
問
題
だ
︒
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
計
画
さ
え
な
か
っ
た
六
〇
年
代

初
頭
に
書
か
れ
た
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
論
で
あ
る
︑
三
島
由
紀
夫
「
美
に
逆
ら

ふ
も
の
」（﹃
新
潮
﹄
一
九
六
一
年
四
月
号；

﹃
三
島
由
紀
夫
全
集
30
﹄
新
潮
社
︑

一
九
七
五
所
収
）
や
︑
か
つ
て
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
前
に
︑
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
と
し
て
の
日
本
を
生
き
る
困
難
さ
を
吐
露
し
た
江
藤
淳
「
日
本
と
私
」

（
一
九
六
七；

﹃
江
藤
淳
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︿
2
﹀
エ
セ
ー
﹄
所
収
︑
筑
摩
書
房
︑

二
〇
〇
一
）︑
あ
る
い
は
︑
七
〇
年
代
以
降
の
文
学
の
﹁
サ
ブ
カ
ル
チ
ュ
ア
﹂

化
を
定
点
観
測
的
に
論
じ
続
け
た
︑
同
じ
く
江
藤
淳
﹃
全
文
芸
時
評
﹄（
上
・
下
︑

新
潮
社
︑
一
九
八
九
）
な
ど
に
お
け
る
問
い
か
け
は
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル

チ
ャ
ー
﹂
研
究
に
届
く
の
か
︒
三
島
や
江
藤
は
︑
彼
ら
が
否
応
な
く
生
き
た

﹁
戦
後
﹂
と
い
う
時
代
の
耐
え
難
さ
や
困
難
さ
や
わ
ず
か
の
可
能
性
を
論
じ
る

手
だ
て
と
し
て
︑﹁
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
を
論
じ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
埴は
に

谷や

雄ゆ
た
か高
と
の
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
コ
ム
デ
ギ
ャ
ル
ソ
ン
論
争
﹂
に
お
い
て
﹁
戦
後
﹂

を
全
面
的
に
肯
定
し
た
吉
本
隆
明
﹃
マ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
論
﹄（
福
武
書
店
︑

一
九
八
四；

講
談
社
文
芸
文
庫
︑
二
〇
一
三
）
と
実
は
通
底
す
る
︒﹁
戦
後
﹂
に

根
ざ
し
え
ず
︑
あ
る
い
は
根
ざ
し
え
て
も
︑
そ
こ
に
は
﹁
日
本
﹂
そ
の
も
の
の

﹁
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
化
と
い
う
︑
彼
ら
の
世
界
を
め
ぐ
る
共
通
の
認
識
が
あ

る
︒﹁
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
は
︑
個
別
の
文
化
事
象
の
こ
と
で
は
な
く
︑
彼
ら

の
実
存
の
根
ざ
す
場
所
の
問
題
と
し
て
彼
ら
は
と
ら
え
た
︒

　
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
」
を
研
究
す
る
意
味
に
つ
い
て

　
だ
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
読
み
手
に
問
い
た
い
こ
と
が
あ
る
︒

　
そ
も
そ
も
ま
ん
が
で
も
ア
ニ
メ
で
も
妖
怪
で
も
︑
い
か
な
る
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
で
も
い
い
の
だ
が
︑
そ
れ
を
﹁
研
究
﹂
し
よ
う
と
︑
若
い
研
究

者
の
あ
な
た
が
思
う
時
︑
ア
カ
デ
ミ
ア
の
流
行
や
就
職
の
ス
ペ
ッ
ク
以
外
の
︑

ど
ん
な
動
機
や
目
的
︑
意
味
が
あ
な
た
に
あ
る
の
か
︒

　
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
︑﹁
論
文
が
書
け
そ
う
だ
か
ら
﹂
で
あ
る
︒
ア
カ
デ

ミ
ア
の
住
人
な
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
理
論
や
関
連
資
料
を
使
っ
て
目
の
前

に
あ
る
ま
ん
が
を
一
本
︑
題
材
に
し
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
査
読
論
文
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の
構
想
を
練
る
こ
と
は
ひ
ど
く
簡
単
だ
ろ
う
︒
何
し
ろ
︑
ま
ん
が
は
﹁
誰
に
で

も
読
め
る
﹂
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
表
現
だ
︒
そ
の
結
果
︑
全
て
と
は
言
わ
な
い

が
︑
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
領
域
に
限
っ
て
も
各
領
域
の
専
門
家
に
よ
る
ひ
ど
く
凡

庸
な
﹁
読
み
﹂
の
学
術
論
文
が
散
見
す
る
の
は
紛ま
ぎ

れ
も
な
い
事
実
だ
︒
ぼ
く
は
︑

若
い
時
︑
ま
ん
が
を
文
化
記
号
論
的
に
分
析
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
エ
ロ
雑
誌
の
類

に
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
書
き
散
ら
し
︑
そ
れ
を
ア
カ
デ
ミ
ア
の
人
々
か
ら
安
易
極

ま
り
な
い
と
批
判
さ
れ
︑
な
る
ほ
ど
︑
そ
の
通
り
だ
と
納
得
も
し
た
が
︑
そ
の

域
に
留
ま
る
﹁
ま
ん
が
﹂
を
題
材
と
し
た
学
術
論
文
が
査
読
論
文
と
し
て
︑
し

ば
し
ば
ぼ
く
の
前
に
﹁
査
読
せ
よ
﹂
と
今
や
︑
届
く
︒

　﹁
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
で
研
究
論
文
を
書
い
て
み
た
﹂
で
は
︑
ま
る
で
︑
投
稿

動
画
の
タ
イ
ト
ル
で
は
な
い
か
︒

　
そ
う
で
は
な
い
︑
そ
の
表
現
な
り
分
野
が
﹁
好
き
﹂
だ
か
ら
書
き
た
い
︑
と

い
う
人
が
い
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
﹁
フ
ァ
ン
﹂
と
し
て
﹁
好
き
﹂
な

の
か
︑
あ
る
い
は
大
袈
裟
だ
が
︑
自
分
の
人
生
や
実
存
を
賭
し
て
﹁
好
き
﹂
な

の
か
︒
ア
イ
ド
ル
フ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
が
若
手
社
会
学
者
の
﹁
た
し
な
み
﹂
と

な
っ
て
い
る
感
さ
え
あ
る
現
在
︑
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
無
駄
だ
と
思
い
つ

つ
︑﹁
在
野
﹂
に
は
﹁
人
生
や
実
存
を
賭
し
て
﹂
趣
味
の
研
究
を
生
き
た
人
々

が
無
数
に
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
い
︒
そ
し
て
︑
中
に
は
﹁
好
き
﹂
の

先
に
︑
こ
う
い
う
﹁
問
い
﹂
こ
そ
が
動
機
と
な
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
だ
ろ

う
︒
即
ち
︑﹁
こ
ん
な
に
ア
ニ
メ
（
以
外
の
他
の
領
域
や
特
定
の
作
品
や
作
家
の

名
が
代
入
さ
れ
て
も
い
い
）
が
好
き
で
好
き
で
仕
方
が
な
い
自
分
と
は
︑
一
体

何
な
の
か
﹂
あ
る
い
は
﹁
私
を
そ
の
よ
う
に
た
ら
し
め
た
も
の
は
何
な
の
か
﹂

と
い
う
﹁
問
い
﹂
で
あ
る
︒

　
こ
れ
は
か
な
り
い
い
線
を
い
っ
て
い
る
︒

　
ぼ
く
は
︑
日
文
研
に
形
だ
け
籍
を
置
い
て
か
ら
︑
海
外
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

場
に
い
く
こ
と
も
増
え
た
が
︑
し
か
し
︑
特
別
講
義
な
り
招
待
講
演
な
り
の
後

で
︑
先
方
が
﹁
日
本
語
の
通
訳
﹂
と
し
て
用
意
し
て
く
れ
た
院
生
た
ち
の
中
に

﹁
学
会
﹂
と
い
う
公
的
な
場
所
を
離
れ
︑
教
員
た
ち
の
目
か
ら
逃
れ
た
瞬
間
︑

そ
の
﹁
正
体
﹂
を
現
わ
す
者
た
ち
が
い
る
︒
今
も
懐
か
し
く
思
い
出
す
の
が
︑

イ
ス
ラ
エ
ル
で
出
会
っ
た
三
人
組
だ
︒
彼
女
ら
の
属
性
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑﹁
ジ
ャ

ニ
ヲ
タ
﹂﹁
名
前
が
サ
リ
ー
﹂﹁
ニ
コ
生
主
﹂
で
︑
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
は
宗
教

派
︑
世
俗
派
︑
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
世
俗
派
と
分
か
れ
る
が
﹁
腐
女
子
﹂
と
い
う
強

い
絆
で
結
ば
れ
て
い
た
︒
中
国
の
日
本
語
学
科
や
日
本
学
の
優
秀
な
院
生
や
若

手
研
究
者
が
実
は
ま
ん
が
家
や
ア
ニ
メ
声
優
志
願
者
だ
っ
た
り
︑
海
賊
版
ア
ニ

メ
の
字
幕
制
作
を
行
っ
て
い
た
﹁
字
幕
組
﹂
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
だ
っ
た
り
と
い
う

の
は
︑
ぼ
く
に
は
日
常
茶
飯
だ
︒
彼
ら
彼
女
ら
は
︑
教
員
に
は
﹁
正
体
﹂
を
隠

し
︑
遠
い
異
国
か
ら
や
っ
て
き
た
﹁
お
た
く
﹂
の
﹁
ま
ん
が
原
作
者
﹂
の
前
で
︑

初
め
て
素
の
顔
を
見
せ
る
︒
彼
ら
彼
女
ら
の
中
に
は
い
わ
ゆ
る
学
術
論
文
を
書

こ
う
と
す
る
者
た
ち
が
当
然
い
る
が
︑
彼
ら
の
問
い
は
﹁
何
故
︑
自
分
た
ち
は

ヲ
タ
ク
・
腐
女
子
な
の
か
﹂﹁
私
を
魅
了
し
て
し
ま
っ
た
こ
の
奇
妙
な
文
化
と

は
何
な
の
か
﹂
と
い
う
︑
あ
る
意
味
で
青
臭
い
︑
自
分
た
ち
の
実
存
を
考
え
る

も
の
だ
︒﹁
日
中
関
係
は
最
悪
な
の
に
︑
中
国
人
の
自
分
は
何
故
︑
日
本
ア
ニ
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メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
を
買
っ
て
し
ま
う
の
か
﹂﹁
メ
キ
シ
コ
の
先
住
民

出
身
の
私
は
何
故
︑
日
本
の
ボ
ー
イ
ズ
ラ
ブ
（
B
L
）
に
ハ
マ
っ
て
腐
女
子
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
﹂
と
い
う
﹁
問
い
﹂
を
解
決
す
る
た
め
に
書
か
れ
る
論

文
が
事
実
と
し
て
あ
る
の
だ
︒
そ
れ
は
周
囲
か
ら
嗤
わ
れ
︑
当
人
も
自
嘲
し
つ

つ
︑
し
か
し
実
存
を
賭
し
て
﹁
趣
味
の
研
究
﹂
に
没
頭
し
た
お
た
く
第
一
世
代

た
ち
と
も
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
︒

　
そ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
こ
こ
で
敢
え
て
﹁
内
省
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
反
省
﹂

と
い
う
柳
田
國
男
の
用
語
に
結
び
つ
け
︑
考
え
て
み
る
︒

　
柳
田
は
彼
の
学
問
を
立
ち
上
げ
て
い
く
過
程
で
︑
自
分
の
目
指
す
学
問
に
つ

い
て
こ
う
記
し
て
い
る
︒

　
郷
土
生
活
の
第
一
義
は
︑
手
短
に
言
う
な
ら
ば
平
民
の
過
去
を
知
る
こ

と
で
あ
る
︒
社
会
現
前
の
実
生
活
に
横
た
わ
る
疑
問
で
︑
こ
れ
ま
で
い
ろ

い
ろ
と
試
み
て
い
ま
だ
釈
き
得
た
り
と
思
わ
れ
ぬ
も
の
を
︑
こ
の
方
面
の

知
識
に
よ
っ
て
︑
も
し
や
あ
る
程
度
ま
で
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
は
し

な
い
か
と
い
う
︑
ま
っ
た
く
新
し
い
一
つ
の
試
み
で
あ
る
︒
平
民
の
今
ま

で
に
通
っ
て
来
た
路
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
︑
我
々
平
民
か
ら
言
え
ば
自

ら
知
る
こ
と
で
あ
り
︑
す
な
わ
ち
反
省
で
あ
る
︒

 

（
柳
田
國
男
﹃
郷
土
生
活
の
研
究
法
﹄
刀
江
書
院
︑
一
九
三
五
年
︑
五
頁
）

　
柳
田
の
学
問
（
敢
え
て
﹁
民
俗
学
﹂
と
は
呼
ば
な
い
）
は
︑﹁
内
省
﹂
と
い
う

近
代
的
個
人
︑
あ
る
い
は
知
識
人
の
特
権
と
さ
れ
た
ふ
る
ま
い
を
大
衆
化
し
よ

う
と
し
た
点
が
最
も
特
長
的
で
あ
る
︒
柳
田
の
学
問
に
対
す
る
一
番
の
誤
解
は
︑

民
俗
学
と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
や
学
術
的
な
専
門
家
を
つ
く
る
こ
と
で

は
な
く
︑
普
通
の
人
々
の
﹁
内
省
﹂
の
手
段
と
し
て
の
方
法
を
示
し
︑
彼
ら
を

牽
引
す
る
社
会
運
動
と
し
て
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
︑

た
だ
民
間
伝
承
を
研
究
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
点
だ
︒
柳
田
國
男
の
最

初
期
の
学
問
と
し
て
の
農
政
学
の
中
に
さ
え
︑
農
民
自
身
が
い
か
に
学
び
︑
教

え
合
う
か
︑
と
い
う
問
い
が
あ
る
よ
う
に
︑
民
俗
学
は
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン
が

﹁
常
民
文
化
﹂
を
研
究
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
︑﹁
常
民
た
ち
﹂
に
よ
る

﹁
内
省
﹂
の
方
法
論
で
あ
っ
た
︒

　
だ
か
ら
こ
そ
︑
異
国
で
た
ま
た
ま
日
本
ア
ニ
メ
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
者
の

﹁
内
省
﹂
は
︑
彼
ら
単
独
の
も
の
で
は
な
く
︑
今
や
国
境
や
文
化
圏
を
越
え
て
︑

ウ
ェ
ブ
上
に
無
国
籍
化
し
た
文
化
と
し
て
存
在
す
る
何
も
の
か
を
共
有
す
る

﹁
彼
ら
全
体
﹂
の
﹁
内
省
﹂
に
も
連
な
っ
て
い
き
︑
そ
れ
は
彼
ら
の
帰
属
先
と

し
て
の
﹁
国
﹂
と
﹁
日
本
﹂
と
い
う
﹁
国
﹂
の
︑
双
方
を
相
対
化
す
る
新
し
い

﹁
内
省
﹂
の
領
域
と
な
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
し
︑
そ
う
あ
っ
て
欲
し
い
︒

　
そ
の
時
︑
研
究
者
が
問
わ
れ
る
の
は
︑﹁
大
衆
文
化
﹂
を
研
究
す
る
あ
な
た

も
ま
た
﹁
大
衆
﹂
の
一
人
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
特
権
的
な
研
究
者
な
の
か
︑

と
い
う
︑
こ
れ
も
あ
り
ふ
れ
て
い
る
が
︑
重
要
な
問
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
﹁
問

い
﹂
を
抜
き
に
し
て
語
ら
れ
る
﹁
日
本
﹂
大
衆
文
化
も
︑﹁
ア
メ
リ
カ
﹂﹁
中

国
﹂﹁
メ
キ
シ
コ
﹂﹁
イ
ス
ラ
エ
ル
﹂
大
衆
文
化
論
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
︒



136

特集   日本研究の道しるべ――必読の一〇〇冊

　
柳
田
國
男
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
が
︑
彼
自
身
が
﹁
常
民
﹂
に

対
し
て
﹁
前
衛
﹂
の
位
置
に
あ
り
︑
そ
れ
が
彼
の
本
質
で
も
あ
り
限
界
で
も
あ

る
が
︑
だ
か
ら
こ
そ
﹁
郷
土
人
の
こ
と
は
郷
土
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
﹂
と
︑

自
ら
を
研
究
対
象
か
ら
排
除
し
︑
そ
の
上
で
︑
地
域
間
の
研
究
を
相
互
に
繫
ぐ

﹁
旅
人
﹂（
あ
る
い
は
﹁
世
間
師
﹂
と
い
う
柳
田
が
好
ん
だ
語
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
か

も
し
れ
な
い
）
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
こ
と
を
含
め
て
︑
先
に
引
用
し
た
柳

田
國
男
﹃
郷
土
生
活
の
研
究
法
﹄（﹃
柳
田
國
男
全
集
8
﹄
所
収
︑
筑
摩
書
房
︑

一
九
九
八
）
は
︑
大
衆
文
化
研
究
を
す
る
あ
な
た
の
立
ち
位
置
を
問
う
た
め
に

読
ん
で
お
い
た
方
が
い
い
︒

　
「
在
野
の
研
究
」
と
ア
カ
デ
ミ
ア
の
関
係
に
つ
い
て

　
さ
て
︑
そ
の
上
で
︑
ぼ
く
か
ら
の
大
き
な
﹁
問
い
か
け
﹂
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑

柳
田
は
詩
人
︑
国
家
官
僚
を
へ
て
新
聞
社
の
論
説
委
員
と
し
て
あ
っ
た
が
︑
大

学
教
授
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ア
に
あ
っ
た
人
で
は
な
い
︒
彼
の
著
作
の
大
半
は
︑

彼
が
主
宰
し
た
雑
誌
に
書
か
れ
た
も
の
を
の
ぞ
き
︑
一
般
向
け
の
雑
誌
や
新
聞

に
書
い
た
も
の
が
大
半
だ
︒
彼
は
幾
度
か
雑
誌
を
創
刊
し
︑
ア
カ
デ
ミ
ア
出
身

の
研
究
者
と
対
立
す
る
が
︑
そ
れ
は
雑
誌
を
﹁
学
術
雑
誌
﹂
化
し
よ
う
と
す
る

研
究
者
た
ち
と
︑﹁
常
民
﹂
の
﹁
投
稿
誌
﹂
及
び
﹁
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
に
し
よ

う
と
す
る
柳
田
の
﹁
雑
誌
観
﹂
と
の
対
立
で
あ
っ
た
︒
こ
の
点
で
柳
田
は
研
究

者
と
し
て
は
﹁
在
野
﹂
の
人
で
あ
っ
た
︒
柳
田
に
つ
い
て
は
︑
在
野
の
人
々
の

研
究
を
収
奪
し
た
﹁
中
央
﹂
の
人
間
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
一
部
で
造
ら
れ
て
い

る
が
︑
そ
れ
に
惑
わ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
︒

　
柳
田
に
限
ら
ず
︑
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
名
前
を
挙
げ
た
幾
人
か
の
中
に
は
︑

﹁
作
家
﹂
や
﹁
評
論
家
﹂
を
含
め
︑﹁
在
野
﹂
の
人
間
が
含
ま
れ
る
︒
だ
か
ら
︑

研
究
の
根
幹
と
な
る
部
分
を
在
野
で
行
な
っ
て
き
た
人
々
が
︑﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

カ
ル
チ
ャ
ー
﹂﹁
大
衆
文
化
﹂
の
中
に
先
達
と
し
て
数
多
く
い
る
こ
と
に
こ
そ

気
付
い
て
ほ
し
い
︒

　
例
え
ば
︑
在
野
の
映
画
史
家
・
牧
野
守
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
仕
事

の
ご
く
ご
く
一
部
は
牧
野
守
﹃
映
画
学
の
道
し
る
べ
　A

n A
pproach to Film

 

Studies in Japan

﹄（
文
生
書
院
︑
二
〇
一
一
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
も
い
る
が
︑

彼
が
戦
前
︑
戦
後
の
記
録
映
画
を
中
心
と
す
る
膨
大
な
映
画
史
資
料
を
収
集
し

た
在
野
の
映
画
史
家
で
あ
り
︑
そ
の
資
料
（
全
て
で
は
な
い
）
が
コ
ロ
ン
ビ
ア

大
学
に
所
蔵
さ
れ
︑
マ
キ
ノ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
映
画
研
究
の
外
側
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
︒
マ
キ
ノ
・
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
が
ま
だ
牧
野
宅
に
あ
っ
た
時
︑
多
く
の
外
国
人
研
究
者
が
そ
の
資
料
を
閲
覧

し
︑
教
示
を
乞
い
に
訪
れ
た
︒
海
外
に
於
け
る
映
画
研
究
の
礎
い
し
ず
えを

つ
く
っ
た
重

要
な
一
人
だ
︒
そ
の
﹁
資
料
﹂
が
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
︑
ま
さ
に
﹁
コ
ン
テ

ン
ツ
産
業
﹂
が
国
策
化
し
て
い
く
中
で
︑
海
外
に
流
出
し
た
︒
そ
こ
に
は
多
く

の
別
の
問
題
が
見
て
と
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
在
野
の
研
究
﹂
に
﹁
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
﹂
が
こ
の
先
い
か
に
関
わ
っ
て
い
く
か
を
︑﹁
日
本
﹂
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
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ル
チ
ャ
ー
研
究
の
直
近
の
課
題
と
し
て
考
え
て
お
く
︒

　
そ
も
そ
も
﹁
在
野
の
研
究
﹂
が
大
衆
文
化
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
︑
と

い
う
よ
り
は
在
野
の
研
究
な
し
に
大
衆
文
化
研
究
が
あ
り
得
な
い
の
は
︑
第
一

に
そ
の
﹁
基
礎
資
料
の
集
積
﹂
が
在
野
に
依
存
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
例
え
ば

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
研
究
で
は
︑
渡
辺
泰
や
な
み
き
た
か
し
を
始
め
と
す
る
多
く

の
個
人
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
研
究
の
基
礎
と
な
っ
て
お
り
︑
ま
ん
が
で
は
内な
い

記き

稔と
し

夫お

の
現
代
マ
ン
ガ
図
書
館
（
内
記
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
や
︑
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ

ト
の
創
始
者
の
一
人
︑
米
澤
嘉
博
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
幸
い
に
も
共
に
明
治
大

学
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
ま
ん
が
（
劇
画
も
含
む
）・
ア
ニ
メ
に
限
っ

て
も
︑
現
存
す
る
一
次
資
料
の
殆
ほ
と
ん

ど
全
て
は
個
人
の
収
集
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

彼
ら
は
ア
カ
デ
ミ
ア
が
そ
の
価
値
を
発
見
す
る
以
前
か
ら
（
未
だ
そ
の
価
値
が

認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
全
く
思
わ
な
い
が
）
私
的
な
情
熱
と
問
題
意
識
だ
け
で
周

囲
の
嘲
笑
を
も
の
と
も
せ
ず
に
資
料
を
集
め
続
け
た
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
こ
れ
を
酔
狂
な
好こ
う

事ず

家か

や
ア
マ
チ
ュ
ア
の
単
な
る
度
を
超
し
た
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
み
位
置
付
け
る
の
は
全
く
正
し
く
な
い
︒
何
故
な
ら
彼

ら
は
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
と
同
時
に
﹁
研
究
者
﹂
で
も
あ
る
か
ら
だ
︒

　
で
は
︑
そ
も
そ
も
在
野
の
研
究
者
と
は
何
な
の
か
︒
彼
ら
は
何
を
し
て
き
た

の
か
︒
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
︒

　
在
野
の
研
究
者
は
︑
ま
ず
﹁
領
域
﹂
そ
の
も
の
を
発
見
す
る
︒

　﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
﹂
と
い
う
名
前
が
先
行
し
て
︑
あ
た
ふ
た

と
そ
の
内
実
を
埋
め
る
の
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
ぼ
く
が
﹃
二
階
の
住
人
と
そ

の
時
代
︱
︱
転
形
期
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
私
史
﹄（
星
海
社
新
書
︑
二
〇
一
六
）

で
記
し
た
︑
ぼ
く
と
同
世
代
の
﹁
お
た
く
﹂
た
ち
を
例
に
と
れ
ば
︑
彼
ら
は

﹁
海
外
翻
訳
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹂
や
﹁
怪
獣
映
画
﹂
と
い
っ
た
︑
誰
も
顧
み
な
い

分
野
の
最
初
の
フ
ァ
ン
で
あ
っ
た
︒﹁
サ
ブ
カ
ル
﹂
と
い
う
概
念
さ
え
な
い
時

代
で
あ
る
︒
彼
ら
は
︑
テ
レ
ビ
放
送
や
映
画
館
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
ピ
ク
チ
ャ
ー
の

中
か
ら
﹁
海
外
翻
訳
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹂﹁
怪
獣
映
画
﹂
な
ど
の
﹁
領
域
﹂
を
ま

ず
﹁
発
見
﹂
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
在
野
の
研
究
者
は
ま
ず
研
究
領

域
そ
の
も
の
か
ら
﹁
つ
く
る
﹂
の
だ
︒

　
次
に
彼
ら
は
︑
自
ら
見
出
し
た
領
域
を
中
心
と
す
る
﹁
資
料
﹂
を
集
め
始
め

る
︒

　
そ
の
過
程
で
ま
ず
行
な
わ
れ
る
の
は
︑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
で
あ
る
︒

デ
ー
タ
原
口
と
し
て
知
ら
れ
る
原
口
正
宏
は
在
野
の
ア
ニ
メ
史
家
と
し
て
そ
の

代
表
格
だ
が
︑
八
〇
年
代
初
頭
︑
徳
間
書
店
の
二
階
に
集
ま
っ
た
﹁
お
た
く
第

一
世
代
﹂
に
共
通
な
の
は
︑
十
代
の
時
︑
誰
に
言
わ
れ
た
の
で
も
な
く
︑
テ
レ

ビ
で
放
送
さ
れ
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
各
話
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
や
ス
タ
ッ
フ
ロ
ー

ル
な
ど
の
デ
ー
タ
を
ひ
た
す
ら
文
字
と
し
て
記
録
し
︑﹁
リ
ス
ト
﹂（
と
当
時
は

呼
ん
だ
）
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
だ
︒
こ
の
﹁
リ
ス
ト
化
﹂
は
年
代
・
分
野
を

問
わ
ず
︑
在
野
の
研
究
者
の
共
通
の
行
動
パ
タ
ー
ン
で
︑
例
え
ば
プ
ロ
レ
ス
の

在
野
の
研
究
者
流
な
が
れ

智
美
な
ど
も
プ
ロ
レ
ス
の
試
合
結
果
の
記
録
マ
ニ
ア
で

あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒

　
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
初
頭
の
黎
明
期
の
ア
ニ
メ
同
人
誌
に
あ
っ
て
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は
こ
の
よ
う
な
﹁
リ
ス
ト
﹂
が
ま
ず
刊
行
さ
れ
た
︒
誰
か
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研

究
の
音
頭
を
と
ら
な
く
て
も
彼
ら
は
黙
々
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
﹁
つ
く
っ
た
﹂

の
で
あ
る
︒

　﹁
リ
ス
ト
化
﹂
と
同
時
に
彼
ら
が
行
な
う
の
が
﹁
評
価
軸
﹂
の
発
見
で
あ
り
︑

﹁
固
有
名
﹂
の
発
見
で
あ
る
︒

　
T
V
ア
ニ
メ
で
あ
れ
ば
︑
放
送
日
ご
と
に
作
画
や
演
出
の
微
妙
な
（
時
に
大

き
な
）
差
異
が
あ
る
︒
そ
し
て
自
分
の
琴
線
に
触
れ
た
カ
ッ
ト
や
動
き
の
あ
る

回
に
︑
必
ず
同
じ
﹁
名
﹂
が
あ
る
こ
と
を
﹁
発
見
﹂
す
る
の
は
難
し
く
な
い
︒

別
の
作
品
で
も
︑
そ
の
人
の
﹁
名
﹂
が
あ
る
時
は
や
は
り
同
じ
よ
う
に
琴
線
に

触
れ
る
も
の
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑
そ
う
や
っ
て
﹁
宮
崎
駿
﹂
や
﹁
大
塚
康
生
﹂

や
﹁
金
田
伊
功
﹂
と
い
っ
た
固
有
名
が
︑
初
め
て
︑
ス
タ
ッ
フ
ロ
ー
ル
の
中
か

ら
﹁
発
見
﹂
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
発
見
さ
れ
た
﹁
名
﹂
は
︑
改
め
て
︑
追
跡
の
対
象
と
な
り
︑
そ
の

﹁
名
﹂
を
手
が
か
り
に
作
品
を
追
い
︑
そ
し
て
彼
ら
の
来
歴
を
追
う
こ
と
で

﹁
歴
史
﹂
へ
の
視
点
が
生
ま
れ
る
︒
同
時
に
何
故
︑
そ
の
一
瞬
の
カ
ッ
ト
に
心

と
き
め
く
の
か
︑
と
い
う
問
い
か
ら
作
家
論
や
作
品
論
︑
つ
ま
り
批
評
の
軸
が

生
ま
れ
て
い
く
︒

　
こ
の
よ
う
に
﹁
在
野
の
研
究
者
﹂
は
︑
単
な
る
資
料
コ
レ
ク
タ
ー
で
は
な
く
︑

基
礎
資
料
の
収
集
︑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
︑
固
有
名
や
評
価
軸
の
発
見
と
い
っ
た
︑

研
究
と
し
て
の
基
礎
の
全
て
を
行
な
う
︒
こ
れ
は
ア
ニ
メ
だ
け
で
な
く
︑
ま
ん

が
・
劇
画
・
特
撮
・
サ
イ
エ
ン
ス
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
S
F
）・
探
偵
小
説
・
歌

謡
曲
・
プ
ロ
レ
ス
︑
そ
れ
以
外
の
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
﹂
が
扱
う

で
あ
ろ
う
︑
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
行
な
わ
れ
て
き
た
︒

　
こ
の
よ
う
に
在
野
が
そ
の
分
野
の
研
究
を
主
導
し
て
い
る
こ
と
は
︑
例
え
ば
︑

ア
ニ
メ
・
ま
ん
が
研
究
に
お
い
て
海
外
の
学
術
論
文
に
中
心
的
に
引
用
さ
れ
る

の
が
︑
在
野
の
お
た
く
た
ち
の
︑
学
術
論
文
で
は
な
い
﹁
評
論
﹂
や
﹁
エ
ッ
セ

イ
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
︒
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
現
代
思
想
的
な
カ

ス
タ
マ
イ
ズ
を
し
た
東
あ
ず
ま

浩
紀
﹃
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
︱
︱
オ
タ
ク
か
ら

見
た
日
本
社
会
﹄（
講
談
社
新
書
︑
二
〇
〇
一
）
が
︑
未
だ
に
よ
く
も
悪
く
も
影

響
力
を
持
つ
の
は
︑
同
書
が
﹁
在
野
の
研
究
﹂
を
現
代
思
想
に
よ
っ
て
お
色
直

し
す
る
こ
と
で
︑
ア
カ
デ
ミ
ア
に
接つ

ぎ
木
す
る
役
割
を
結
果
論
的
に
果
た
し
た

か
ら
で
あ
る
︒
だ
か
ら
ぼ
く
な
ど
も
八
〇
年
代
の
冗
談
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と

い
つ
も
言
う
﹁
物
語
消
費
論
﹂
の
亡
霊
に
海
外
で
つ
き
ま
と
わ
れ
も
す
る
の
だ

が
︒

　
だ
が
︑
東
に
引
用
さ
れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
︑
ア
ニ
メ
・
ま
ん
が
に
限
ら
ず
︑

し
ば
し
ば
︑﹁
在
野
の
研
究
﹂
が
ア
カ
デ
ミ
ア
の
側
の
い
う
﹁
先
行
研
究
﹂
と

し
て
あ
る
と
い
う
事
実
を
ま
ず
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
﹂
を
研
究
す
る
者

は
真
摯
に
受
け
と
め
な
く
て
は
い
け
な
い
︒
こ
れ
は
︑
あ
る
大
学
院
の
ゼ
ミ
の

指
導
の
席
で
目
撃
し
た
こ
と
だ
が
︑
ぼ
く
が
院
生
の
発
言
に
﹁
こ
れ
っ
て
オ
タ

ク
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
れ
ど
﹂
と
前
置
き
し
︑
ア
ニ
メ
史
に
関

す
る
初
歩
的
な
蘊う
ん

蓄ち
く

を
院
生
の
発
表
に
不
足
し
て
い
た
点
と
し
て
指
摘
し
た
と

こ
ろ
︑
同
席
し
て
い
た
別
の
教
官
が
﹁
そ
れ
は
誰
か
学
術
論
文
に
書
い
て
い
る
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の
か
﹂
と
ぼ
く
に
訊
ね
︑﹁
い
や
︑
い
な
い
と
思
い
ま
す
よ
﹂
と
聞
く
と
︑
院

生
に
﹁
そ
れ
を
論
文
に
書
け
ば
君
（
院
生
）
の
成
果
に
な
る
﹂
と
﹁
指
導
﹂
し

た
の
だ
︒
査
読
論
文
に
な
っ
て
い
な
い
以
上
︑
そ
し
て
ア
カ
デ
ミ
ア
の
中
で
知

ら
れ
て
い
な
い
以
上
︑
こ
れ
は
﹁
研
究
不
正
﹂
に
は
な
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
極
端
な
例
だ
と
信
じ
た
い
が
︑﹁
在
野
の
知
﹂
に
対

す
る
態
度
と
し
て
は
正
し
い
も
の
と
は
思
え
な
い
︒

　
だ
が
︑
こ
の
挿
話
か
ら
改
め
て
確
認
し
た
い
の
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
在
野
﹂
の

側
に
そ
の
領
域
を
﹁
研
究
﹂
す
る
前
提
と
し
て
の
﹁
教
養
﹂
が
論
文
化
さ
れ
ず

に
蓄
積
し
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
在
野
の
﹁
研
究
﹂
は
こ
の
よ
う
に

広
い
意
味
で
の
基
礎
研
究
を
形
成
し
て
い
る
︒

　
更
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
点
と
し
て
︑
そ
の
研
究
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
︑

横
断
的
︑
脱
領
域
的
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
ア
ニ

メ
・
ま
ん
が
・
映
画
は
ア
カ
デ
ミ
ア
の
領
域
で
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
学
会
を
有

し
て
い
る
︒
学
術
化
の
弊
害
は
領
域
内
で
の
更
な
る
専
門
化
を
既
に
生
み
つ
つ

あ
る
︒
そ
う
や
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
︑
細
分
化
さ
れ
た
領
域
・
専
門
間
で
︑
今
度
は

﹁
横
断
的
﹂
な
研
究
が
提
唱
さ
れ
る
と
い
う
ね
じ
れ
た
光
景
が
現
実
と
し
て
あ

る
︒
ぼ
く
の
知
り
得
る
範
囲
で
も
︑
例
え
ば
第
一
世
代
の
﹁
お
た
く
﹂
た
ち
は

海
外
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
︑
S
F
小
説
︑
ま
ん
が
︑
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
︑
特
撮
︑
芸

能
︑
演
芸
と
い
っ
た
領
域
を
︑
関
心
の
強
弱
は
あ
れ
︑
ご
く
自
然
に
網
羅
し
て

い
る
の
が
普
通
だ
︒
例
え
ば
円つ
ぶ
ら
や谷
英
二
の
﹃
ゴ
ジ
ラ
﹄
か
ら
始
め
れ
ば
容
易
に

戦
時
下
の
国
策
映
画
に
行
き
つ
く
よ
う
に
︑
戦
時
下
か
ら
戦
後
の
視
覚
メ
デ
ィ

ア
に
限
定
し
て
も
︑
そ
の
歴
史
や
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
は
領
域
に
全
く
分
断
さ
れ

て
い
な
い
は
ず
だ
︒
む
し
ろ
研
究
の
﹁
専
門
化
﹂
に
よ
っ
て
︑
歴
史
の
分
断
が

な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
も
う
一
点
︑﹁
在
野
﹂
の
研
究
者
の
大
き
な
特
長
と
し
て
つ
け
加
え
た
い
の

が
︑
研
究
者
自
身
が
歴
史
の
当
事
者
で
あ
る
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑

映
画
史
家
・
牧
野
守
が
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹁
鉄
腕
ア
ト
ム
﹂
の
構
想
段

階
で
手
塚
治
虫
に
よ
っ
て
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
に
抜ば
っ

擢て
き

さ
れ
た
の
は
偶
然
で
は

な
い
︒
戦
時
下
の
国
策
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
﹃
桃
太
郎
　
海
の
神
兵
﹄
に
手
塚
が

記
録
映
画
性
を
見
出
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
戦
時
下
の
記
録
映
画
の
人
脈
の
中

に
あ
っ
た
自
分
と
同
年
代
の
牧
野
を
引
き
込
も
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ

の
よ
う
に
﹁
在
野
﹂
の
研
究
者
は
し
ば
し
ば
歴
史
そ
の
も
の
の
証
言
者
で
も
あ

る
︒

　
ア
カ
デ
ミ
ア
の
研
究
者
が
し
ば
し
ば
自
身
の
研
究
特
権
と
し
て
語
る
﹁
現

場
﹂
や
﹁
フ
ィ
ー
ル
ド
﹂
は
︑
し
か
し
︑
在
野
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
分
析
や

調
査
の
対
象
で
は
な
く
︑
生
き
る
︑
あ
る
い
は
生
活
す
る
場
に
他
な
ら
な
い
︒

つ
ま
り
︑
在
野
の
研
究
者
は
歴
史
の
担
い
手
で
も
あ
る
︒

　
在
野
の
研
究
と
現
場
と
の
関
わ
り
の
一
例
と
し
て
︑
八
〇
年
代
初
頭
に
登
場

し
た
ま
ん
が
評
論
家
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
︑
飯
田
耕
一
郎
︑
高
取
英え
い

︑
藤
田 

尚
ひ
さ
し
︑

亀
和
田
武
と
い
っ
た
人
々
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
ま
ん
が
史
に
記
憶
さ
れ
て
い
い
雑
誌

（
多
く
は
エ
ロ
雑
誌
だ
け
れ
ど
）
の
編
集
者
で
あ
っ
た
︒
編
集
者
が
批
評
家
を
兼

ね
る
こ
と
は
小
説
の
分
野
で
も
珍
し
く
は
な
い
が
︑
そ
の
領
域
の
中
に
お
け
る
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新
し
い
潮
流
の
形
成
に
当
事
者
の
ひ
と
り
と
し
て
関
わ
る
ケ
ー
ス
は
在
野
の
批

評
家
の
場
合
︑
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
︒

　
「
在
野
の
研
究
」
の
「
学
び
」
に
向
け
て

　
こ
の
よ
う
に
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
﹂
な
る
も
の
が
︑
ま
ん
が
・

ア
ニ
メ
・
ゲ
ー
ム
の
コ
ン
テ
ン
ツ
系
を
含
む
有
象
無
象
の
方
便
と
し
て
の
学
術

領
域
化
で
な
い
と
す
れ
ば
︑
ま
ず
︑
な
に
よ
り
︑
在
野
の
研
究
へ
の
﹁
学
び
﹂

か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
う
記
す
と
お
そ
ら
く
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
読
者
に

は
︑
な
ら
ば
そ
の
﹁
在
野
の
研
究
﹂
全
体
の
平
易
な
見
取
り
図
を
描
い
て
く
れ

と
望
む
者
が
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
し
か
し
そ
れ
は
知
的
怠
惰
で
あ

り
︑
甘
え
で
あ
る
︒

　
し
た
が
っ
て
仮
に
﹁
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
﹂
な
る
領
域
を
本
気
で

確
立
す
る
な
ら
ば
︑
現
時
点
で
の
﹁
在
野
の
研
究
者
﹂
た
ち
と
ど
う
コ
ミ
ッ
ト

す
る
の
か
を
真
剣
に
考
え
て
い
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
の
ア
カ
デ
ミ

ア
の
側
の
﹁
在
野
の
研
究
﹂
そ
の
も
の
へ
の
基
礎
的
研
究
が
︑
こ
の
分
野
を

﹁
研
究
﹂
と
し
て
立
ち
上
げ
て
い
く
大
前
提
と
な
る
べ
き
だ
︒

　
で
は
︑
ど
う
す
る
べ
き
か
︒

　
具
体
例
と
し
て
︑
知
人
の
幾
人
か
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
領
域

を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
一
人
の
﹁
在
野
の
研
究
者
﹂
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
整
理
し

て
み
る
︒
お
た
く
第
一
世
代
で
︑
ア
ニ
メ
雑
誌
の
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
知
ら
れ
る

が
︑
研
究
機
関
に
籍
は
置
か
ず
︑
今
も
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
あ
る
︑
と
い
う
属
性

と
す
る
︒
彼
の
仕
事
を
ど
う
ア
カ
デ
ミ
ア
が
受
け
と
め
る
べ
き
か
︒

　
成
す
べ
き
こ
と
は
最
低
︑
以
下
の
四
点
で
あ
る
︒

一
、
収
集
さ
れ
た
資
料
の
目
録
化

　﹁
彼
﹂
は
︑
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
関
連
の
原
画
・
セ
ル
画
・
脚
本
・
設
定
資
料

集
・
企
画
書
・
ポ
ス
タ
ー
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
以
外
に
も
︑
例
え
ば
︑
ア
ニ
メ
ス

タ
ジ
オ
の
会
計
資
料
︑
フ
ィ
ル
ム
や
八
ミ
リ
な
ど
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
な
い

映
像
な
ど
を
︑
わ
ざ
わ
ざ
マ
ン
シ
ョ
ン
を
一
室
借
り
る
程
︑
所
有
し
て
い
る
︒

ク
リ
エ
ー
タ
ー
の
私
的
日
記
や
︑
書
簡
︑
メ
モ
な
ど
多
様
な
一
次
資
料
を
持
つ
︒

か
つ
︑
関
心
は
周
辺
領
域
に
膨
大
な
も
の
と
し
て
及
び
︑
周
辺
領
域
で
も
同
様

の
資
料
が
集
め
ら
れ
て
い
る
︒

　﹁
黒
沢
明
の
日
記
﹂
や
上
方
歌
舞
伎
の
一
次
資
料
な
ど
を
何
故
か
持
っ
て
い

て
︑
関
心
の
幅
は
広
く
︑
し
か
し
︑
独
自
の
体
系
の
も
と
に
集
め
ら
れ
て
い
る
︒

在
野
の
研
究
者
の
資
料
の
﹁
量
﹂
は
︑
例
え
ば
︑
北
米
に
渡
っ
た
マ
キ
ノ
・
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
で
八
万
点
だ
が
︑
同
規
模
の
も
の
は
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
分
野
に

限
っ
て
も
珍
し
く
な
い
︒

　
こ
れ
ら
を
︑
研
究
機
関
は
無
償
で
寄
贈
し
て
も
ら
う
の
で
は
な
く
︑
ま
ず
︑

出
向
い
て
い
っ
て
︑
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
全
体
の
目
録
化
を
行
な
う
︒
つ
ま
り
︑
何

が
ど
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
か
︑
を
可
視
化
︑
つ
ま
り
目
録
化
す
る
こ
と
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で
個
人
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
検
索
可
能
に
な
る
︒
彼
ら
が
自
身
の
資
料
を
当
面
︑

ア
カ
デ
ミ
ア
の
研
究
者
に
供
す
る
か
否
か
は
本
人
次
第
で
い
い
気
さ
え
す
る
︒

ま
ず
︑
第
一
歩
と
し
て
の
目
録
化
で
あ
る
︒

　
様
々
な
理
由
で
目
録
化
を
望
ま
な
い
方
も
い
る
が
︑
他
方
︑
自
身
の
死
後

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
行
方
を
気
に
す
る
人
も
い
る
︒
た
だ
し
︑
実
行
に
は
︑

膨
大
な
予
算
が
必
要
で
︑
北
米
で
は
︑
マ
キ
ノ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
目
録
化
・

ア
ー
カ
イ
ヴ
化
に
︑
米
国
の
図
書
館
情
報
資
源
振
興
財
団
（C

LIR

）
か
ら
約

三
十
八
万
ド
ル
の
助
成
が
拠
出
さ
れ
て
い
る
︒

二
、
編
集
工
程
等
で
生
じ
た
「
産
業
遺
産
」
の
整
理
・
保
存
・
目
録
化

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
彼
﹂
は
出
版
・
広
告
・
制
作
等
の
現
場
で
ラ
イ

タ
ー
業
と
し
て
働
い
て
き
た
︒
す
る
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
は
別
に
自
然
と
溜
ま

る
資
料
が
あ
る
︒
取
材
テ
ー
プ
を
始
め
︑
様
々
な
素
材
が
生
じ
る
︒
自
身
が
関

わ
っ
た
玩
具
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
コ
ン
テ
が
残
っ
て
い
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
宣

材
﹂
も
あ
る
︒
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
に
取
材
を
し
て
記
事
を
書
く

場
合
︑
テ
ー
プ
で
記
録
を
採
る
が
︑
記
事
に
す
る
の
は
ご
く
一
部
で
︑
大
半
が

埋
も
れ
た
ま
ま
で
あ
る
︒
取
材
メ
モ
︑
記
事
の
草
稿
︑
ゲ
ラ
︑
取
材
時
の
ス

ナ
ッ
プ
写
真
も
重
要
な
一
次
資
料
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑当
事
者
で
あ
る
﹁
彼
﹂

と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
﹁
産
業
遺
産
﹂
と
し
て
の
側
面
も
あ

る
︒
目
録
化
︑
可
能
な
ら
︑
音
声
テ
ー
プ
だ
け
で
も
︑
せ
め
て
劣
化
を
防
ぐ
た

め
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
い
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
こ
の
分
野
を
扱
え
る
キ
ュ
レ
ー

タ
ー
が
必
要
だ
が
︑
さ
て
︑
ど
こ
に
い
る
の
か
︒
い
な
け
れ
ば
︑
ど
う
育
て
る

か
︒

三
、
研
究
者
個
人
の
書
誌
デ
ー
タ
制
作

　
在
野
の
研
究
者
で
あ
る
﹁
彼
﹂
は
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
活
動
し
︑
記
事
や
コ
ラ

ム
を
書
き
︑
同
人
誌
等
で
も
そ
の
成
果
は
公
表
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
ラ
イ

タ
ー
と
し
て
の
記
事
は
時
に
は
無
署
名
で
あ
る
︒
ア
ニ
メ
誌
の
奥
付
に
は
そ
の

号
に
関
わ
っ
た
﹁
彼
﹂
の
名
が
小
さ
く
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
こ
れ

ら
を
手
が
か
り
に
﹁
名
﹂
と
記
事
の
紐
付
け
を
行
な
う
必
要
も
あ
る
︒
同
人
誌

の
類
は
当
然
︑
国
会
図
書
館
や
公
的
な
図
書
館
に
は
存
在
し
な
い
︒
ま
た
︑
子

供
向
け
の
図
書
（
例
え
ば
﹁
怪
獣
図
鑑
﹂
の
類
い
）
な
ど
に
多
く
の
無
署
名
の
記

事
を
書
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
は
﹁
先
行
研
究
﹂
と
し
て

意
味
の
あ
る
も
の
も
多
く
含
ま
れ
る
︒
そ
う
で
あ
る
以
上
︑
在
野
の
研
究
者
ご

と
の
書
誌
デ
ー
タ
作
り
は
必
須
で
あ
る
︒
ア
カ
デ
ミ
ア
の
住
人
と
違
い
︑
業
績

一
覧
を
作
る
習
慣
な
ど
﹁
彼
﹂
に
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
か
ら
︑
誰
か
が
や
る

必
要
が
あ
る
︒

四
、
本
人
の
「
語
り
」
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
化

　
し
か
し
︑
在
野
の
研
究
者
の
知
は
︑
結
局
は
文
章
化
さ
れ
な
い
ま
ま
に
個
々

の
頭
の
中
に
あ
る
︒
日
々
の
ラ
イ
タ
ー
家
業
に
追
わ
れ
る
か
ら
︑
査
読
論
文
ど

こ
ろ
か
︑
単
著
さ
え
多
く
は
な
い
︒
優
秀
な
﹁
お
た
く
﹂
ほ
ど
そ
の
傾
向
が
強



142

特集   日本研究の道しるべ――必読の一〇〇冊

い
︒
そ
の
知
は
彼
ら
の
死
と
と
も
に
消
え
て
い
く
運
命
に
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑

在
野
の
研
究
者
の
口
述
記
録
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
化
は
︑
お
た
く
第
一
世
代
で
さ
え

還
暦
に
さ
し
か
か
り
つ
つ
あ
る
今
︑
思
い
の
外
︑
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
作
業

で
あ
る
︒﹁
彼
﹂
も
今
や
脳
梗
塞
で
入
院
︑
リ
ハ
ビ
リ
中
で
あ
る
と
聞
く
︒
こ

の
よ
う
な
︑
文
字
化
さ
れ
な
い
ま
ま
終
わ
る
か
も
し
れ
な
い
彼
ら
の
﹁
学
問
﹂

を
︑
ま
ず
は
音
声
と
映
像
の
形
で
記
録
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
︒

　
そ
の
上
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
こ
れ
ら
の
作
業
が
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
に
よ
る
在
野
の
研
究
の
﹁
収
奪
﹂
や
﹁
独
占
﹂
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
た
だ
︑
そ
の
資
料
や
基
礎
研
究
を
公
共
化
す
る

だ
け
で
な
く
︑
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
側
は
﹁
在
野
の
学
問
﹂﹁
在
野
の
研
究
﹂
の

方
法
や
問
題
意
識
を
い
か
に
学
ぶ
か
と
い
う
真
摯
な
態
度
が
何
よ
り
重
要
で
あ

る
︒

　
さ
て
︑
ぼ
く
が
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
記
し
た
﹁
在
野
の
研
究
者
﹂
の
あ
り
か
た

に
︑
そ
こ
に
か
つ
て
の
学
術
系
研
究
者
と
同
じ
姿
を
見
出
し
て
い
る
人
も
お
そ

ら
く
少
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
︒
も
し
︑
そ
う
感
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
ア
カ

デ
ミ
ア
の
側
が
何
を
失
い
︑
と
り
戻
す
べ
き
か
︑
自
ず
と
明
ら
か
で
は
な
い
か
︒

危
機
の
人
文
科
学
の
復
興
は
︑
欧
米
の
動
向
に
追
随
す
る
こ
と
で
も
︑
目
先
の

経
済
性
の
追
求
で
も
な
く
︑﹁
在
野
の
研
究
﹂
と
の
再
会
に
よ
っ
て
可
能
に
な

る
は
ず
で
あ
る
︒


