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【
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
】

植
民
地
主
義
と
口
承
文
芸
研
究

石 

井
　
正 

己
　

一
、
広
場
と
し
て
の
口
承
文
芸

　

国
際
化
と
情
報
化
が
急
速
に
進
む
中
で
、
口
承
文
芸
と
そ
の
研
究
に
関

す
る
議
論
が
緊
急
を
要
す
る
こ
と
は
、
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
に
ち
が
い

な
い
。
柳
田
国
男
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
術
語
で
あ
る「
口
承
文
芸
」が
、ち
ょ

う
ど
同
じ
時
期
に
生
ま
れ
た
「
一
国
民
俗
学
」
の
思
想
と
密
接
に
関
わ
る

こ
と
は
、
も
は
や
多
弁
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
事
実
は
す
で
に

過
去
の
も
の
だ
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
な
お
そ
う
し

た
呪
縛
か
ら
自
由
に
な
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

口
承
文
芸
研
究
の
始
ま
り
が
民
俗
学
に
あ
る
に
し
て
も
、
日
本
口
承
文

芸
学
会
の
発
足
は
そ
う
し
た
呪
縛
を
解
体
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。
実
際
、
民
俗
学
だ
け
で
な
く
、
文
化
人
類
学
、
国
文

学
、
国
語
学
、
歌
謡
史
、
芸
能
史
、
音
楽
学
、
児
童
文
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
研
究
者
が
寄
り
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
学
問
の
細
分
化
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
、
専
門
化
に
よ
っ
て
閉
塞
す
る
学
問
を
つ
な
ぐ
、
こ
う
言
っ

て
よ
け
れ
ば
、「
広
場
」
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
間
の
動
向
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
口
承
文
芸
研
究
は
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
に
確
固
た
る
基
盤
を
持
た
な
い
ぶ
ん
だ
け
、
既
成
の
学
問
に
対
す
る

異
議
申
し
立
て
に
自
覚
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
一
方
で
、
専

門
と
す
る
研
究
分
野
が
多
彩
で
あ
る
だ
け
に
、
開
か
れ
た
議
論
が
で
き
な

け
れ
ば
、
か
え
っ
て
孤
立
感
が
深
ま
る
ば
か
り
で
、
内
部
分
裂
を
引
き
起

こ
し
か
ね
な
い
脆
弱
さ
さ
え
持
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

思
え
ば
、近
代
社
会
は
郵
便
・
電
話
に
始
ま
り
、近
年
で
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
、

携
帯
電
話
、
パ
ソ
コ
ン
と
い
っ
た
機
器
が
普
及
し
、
生
活
が
大
き
く
変
容

し
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
、
口
承
文
芸
の
役
割
は
相
対
的

に
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
う

し
た
状
況
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
口
頭
で
伝
え
る
こ
と
の
役
割
は
ま
す
ま
す

大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
昔
話
に
し
て
も
、
早
く
記
録
し
な
け
れ
ば
消

滅
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
を
煽
っ
て
調
査
が
進
め
ら
れ
た
が
、
近
年
、

各
地
に
語
り
の
会
が
生
ま
れ
、
未
来
に
語
り
継
い
で
ゆ
こ
う
と
い
う
活
動

が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

研
究
者
が
自
分
の
関
心
事
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
間
に
、
社
会
状
況
は
目

ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
て
、
人
類
の
根
源
的
な
営
み
で
あ
る
口
承
文
芸

の
意
義
が
切
実
に
問
わ
れ
る
時
代
を
迎
え
て
い
る
。
私
た
ち
は
今
、
口
承

文
芸
と
い
う
広
場
を
で
き
る
だ
け
広
く
、
そ
し
て
ど
こ
か
ら
も
出
入
り
が

で
き
る
場
所
に
改
革
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
時
代
の
雰
囲
気

が
読
め
な
い
な
ら
ば
、「
事
業
仕
分
け
」
の
対
象
に
な
っ
て
、
切
り
捨
て

ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
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時
代
の
雰
囲
気
と
言
う
こ
と
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
一
国
で
は
解

決
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、
国
際
的
な
学
術
交
流
は
必
須
の
課
題
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
学
会
で
は
、
平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
）
三
月
、
当

時
会
長
で
も
あ
っ
た
荻
原
眞
子
さ
ん
が
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
な
か
の
口

承
文
芸
」
を
テ
ー
マ
に
、
第
一
回
の
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
て

い
る
。
こ
の
時
は
勤
務
校
の
千
葉
大
学
の
研
究
助
成
を
使
っ
て
実
施
し
た

も
の
で
、
そ
の
記
録
が
『
口
承
文
芸
研
究
』
第
三
〇
号
に
残
っ
て
い
る
。

私
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
司
会
を
務
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
「
初
め
の

一
歩
」
を
さ
ら
に
二
歩
、
三
歩
と
進
め
な
け
れ
ば
逆
戻
り
し
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
た
。

二
、
植
民
地
時
代
の
口
承
文
芸
研
究

　

こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
柳
田
国
男
の
口
承
文
芸
研
究
は
、

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
の
『
日
本
神
話
伝
説
集
』、昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）

の
『
歌
・
俳
句
・
諺
』（
折
口
信
夫
・
高
浜
虚
子
共
著
）
と
『
日
本
昔
話

集　

上
』
か
ら
始
ま
る
。「
伝
説
」「
昔
話
」「
諺
」
の
概
念
は
、
ア
ル
ス

の
発
行
し
た
日
本
児
童
文
庫
の
出
版
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
立
ち
上

が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
柳
田
自
身
が
同
時
に
『
日
本
伝
説
集
』

『
日
本
昔
話
集
』『
こ
と
わ
ざ
の
話
』
と
い
う
改
装
本
を
作
っ
て
、
各
地
の

研
究
者
に
配
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
『
日
本
伝
説
集
』『
日
本
昔
話
集
』
は
、

そ
の
後
ま
も
な
く
『
日
本
の
伝
説
』『
日
本
の
昔
話
』
と
改
題
さ
れ
、
何

度
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　

実
は
、『
日
本
昔
話
集　

上
』
は
「
上
」
と
あ
る
と
お
り
、『
日
本
昔
話

集　

下
』
も
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
は
昭
和
四
年
に
発
行
さ
れ
て
い
た
。
金
田

一
京
助
の
「
ア
イ
ヌ
篇
」、
田
中
梅
吉
の
「
朝
鮮
篇
」、
伊
波
普
猷
の
「
琉

球
篇
」、
佐
山
融
吉
の
「
台
湾
篇
」
の
四
編
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ア
イ

ヌ
は
北
海
道
、
琉
球
は
沖
縄
県
だ
か
ら
今
で
も
す
ん
な
り
納
得
さ
れ
る
が
、

当
時
は
朝
鮮
と
台
湾
も「
日
本
」だ
っ
た
の
で
あ
る
。『
日
本
昔
話
集　

下
』

は
植
民
地
時
代
の
雰
囲
気
を
色
濃
く
帯
び
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

柳
田
の
『
日
本
昔
話
集　

上
』
は
、
北
海
道
と
沖
縄
県
を
除
い
た
だ
け

で
、そ
の
ま
ま
現
在
の
「
日
本
」
に
包
括
さ
れ
る
の
で
、改
版
さ
れ
た
『
日

本
の
昔
話
』
は
戦
後
そ
の
ま
ま
生
き
の
び
た
。
一
方
、『
日
本
昔
話
集　

下
』
は
単
著
で
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
改
版
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
戦
後
は
そ
ん
な
「
日
本
」
が
あ
っ
た
事
実
に
触
れ

る
こ
と
自
体
が
避
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
隠
蔽
と
呼
ぶ
べ
き

か
、
忘
却
と
言
う
べ
き
か
、
に
わ
か
に
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
ど

ち
ら
に
し
て
も
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

　

お
そ
ら
く
『
日
本
昔
話
集　

下
』
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
な
い
。
植
民

地
が
台
湾
、
樺
太
・
北
海
道
、
朝
鮮
、
南
洋
群
島
、
満
州
へ
と
拡
大
し
て

ゆ
く
中
で
、
多
く
の
資
料
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
は
同
時

代
を
生
き
た
人
々
な
ら
ば
よ
く
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
研
究
者

た
ち
は
一
様
に
寡
黙
だ
っ
た
。
戦
後
の
研
究
は
国
際
化
を
め
ざ
し
な
が
ら

も
、
植
民
地
時
代
の
資
料
や
研
究
は
、
腫
れ
も
の
に
触
る
か
の
よ
う
に
し

て
き
た
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
今
、
国
際
化
の
時
代
を
迎
え
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
そ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
植
民
地
主
義
の
問
題
と
向
き
合
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
か
つ
て
植
民
地
に
お
け
る
口
承
文
芸
の
調
査
は
、
多
く
の
場
合
、

民
情
の
掌
握
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
資
料
的
な
価
値
は
な
い

と
し
て
切
り
捨
て
る
立
場
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
現
在
の
よ
う

な
録
音
技
術
に
拠
る
客
観
的
な
資
料
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
時

代
の
呪
縛
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
資

料
批
判
を
行
い
つ
つ
利
用
す
べ
き
貴
重
な
遺
産
と
し
て
、
植
民
地
時
代
の

資
料
の
多
く
が
埋
も
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。

　

実
は
、
皮
肉
な
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
に
お
け
る
口
承
文
芸
の
調

査
と
研
究
は
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
統
治
と
密
接
に
関
わ
り
な
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

後
、
地
元
の
出
身
者
に
よ
る
本
格
的
な
調
査
や
研
究
が
始
ま
れ
ば
、
そ
れ

は
萌
芽
期
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
に
し
て
調
査
と
研
究
が
始
ま
っ
た
事
実
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体

を
抱
え
込
ん
だ
視
野
を
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
不
幸
な
歴
史

を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

三
、「
台
湾
昔
話
の
研
究
と
継
承
」
の
成
果

　

私
自
身
は
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
歴
史
認
識
の
中
か
ら
国
際
化

時
代
の
口
承
文
芸
研
究
を
考
え
た
い
と
思
っ
た
の
で
、
平
成
二
〇
年

（
二
〇
〇
八
）
一
二
月
、
勤
務
す
る
東
京
学
芸
大
学
で
、「
植
民
地
時
代
の

昔
話
／
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
昔
話
」
を
テ
ー
マ
に
、
第
二
回
の
国
際
研
究

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
、
連
合
大
学
院
を
構
成
す
る
広
域
科

学
教
科
教
育
学
研
究
経
費
で
採
択
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
実
施

し
た
。
年
度
末
に
は
、『
台
湾
昔
話
の
研
究
と
継
承
─
─
植
民
地
時
代
か

ら
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
』
と
い
う
報
告
書
を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
う
し
た

こ
と
も
あ
る
の
で
、
講
演
や
報
告
の
詳
細
は
そ
れ
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
私

見
を
交
え
つ
つ
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
台
湾
を
選
ん
だ
の
は
、
北
海
道
は
と
も
か
く
、
日
本
が
最
初
に
植

民
地
に
し
た
地
域
で
あ
る
こ
と
が
大
き
い
。
そ
れ
と
と
と
も
に
、
台
湾
に

関
し
て
は
植
民
地
時
代
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
で
き
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
て
い
た
。
企
画
を
立
案
す
る
際
に
は
、
研
究
ば
か
り
で
な
く
、
実
践
的

な
活
動
と
結
び
つ
け
る
こ
と
、
口
承
文
芸
に
と
ど
ま
ら
ず
、
児
童
文
化
や

国
語
（
日
本
語
）
教
育
に
広
げ
る
こ
と
、
過
去
の
認
識
だ
け
で
な
く
、
そ

こ
か
ら
未
来
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
、
の
三
点
を
考
え
て
い
た
。

　

午
後
か
ら
始
ま
っ
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
ま
ず
会
長
の
大
島
建
彦
さ
ん
が
、

「
日
本
民
俗
学
と
台
湾
研
究
」
と
題
し
て
挨
拶
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
短

い
時
間
の
中
で
、
日
本
民
俗
学
の
中
で
展
開
さ
れ
た
台
湾
研
究
の
ポ
イ
ン

ト
を
押
さ
え
ら
れ
た
。
最
近
の
研
究
で
は
、
柳
田
国
男
や
折
口
信
夫
が
沖

縄
よ
り
前
に
台
湾
か
ら
大
き
な
感
化
を
受
け
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
つ
つ
あ

る
。
台
湾
研
究
の
歴
史
は
、
文
化
人
類
学
の
研
究
動
向
と
合
わ
せ
て
再
考

す
べ
き
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

続
い
て
、
私
が
「
な
ぜ
植
民
地
時
代
を
問
う
の
か
」
と
題
し
て
趣
旨
説

明
を
行
っ
た
。
私
的
な
関
心
も
交
え
な
が
ら
、「『
遠
野
物
語
』
か
ら
『
ア
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イ
ヌ
神
謡
集
』
へ
」「
忘
れ
ら
れ
た
『
日
本
昔
話
集　

下
』」「『
生
蕃
伝
説

集
』
か
ら
『
日
本
昔
話
集　

下
』
へ
」「
綴
り
方
教
育
の
中
の
民
話
と
『
七

娘
媽
生
』」
の
四
点
を
取
り
上
げ
た
。
ど
の
課
題
に
つ
い
て
も
関
心
が
先

立
つ
ば
か
り
で
遅
々
と
し
た
状
態
な
の
で
、
こ
う
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
機

会
を
使
っ
て
新
し
い
研
究
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
た
。

　

記
念
講
演
は
、
植
民
地
の
文
学
や
教
育
の
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
川

村
湊
さ
ん
に
お
願
い
し
た
。
口
承
文
芸
学
会
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
く

だ
さ
っ
た
の
か
、「
文
学
に
お
け
る
声
と
文
字
」
と
題
し
て
、
ア
イ
ヌ
の

金
田
一
京
助
、
台
湾
の
西
川
満
、
南
洋
群
島
の
中
島
敦
の
三
人
を
取
り
上

げ
、
文
字
を
持
つ
人
間
が
無
文
字
の
社
会
と
向
き
合
う
姿
勢
に
つ
い
て
触

れ
ら
れ
た
。
植
民
地
の
言
語
を
日
本
語
で
記
録
す
る
こ
と
自
体
が
大
き
な

問
題
に
な
る
が
、
国
内
で
も
、
地
方
の
言
語
を
標
準
語
（
共
通
語
）
で
記

録
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
事
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
性
格
を
持
っ
て

い
る
。

　

後
半
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
台
湾
昔
話
の
研
究
と
継
承
」
を
テ
ー
マ

に
四
人
の
報
告
を
得
た
。
林
佳
慧
さ
ん
は
「
台
湾
原
住
民
の
昔
話
と
漢
族

の
昔
話
」
と
題
し
て
、
台
湾
に
お
け
る
民
族
と
昔
話
の
二
重
構
造
を
明
ら

か
に
し
、
日
本
や
中
国
へ
の
展
望
を
示
唆
さ
れ
た
。
游
珮
芸
さ
ん
は
「
台

湾
に
お
け
る
口
演
童
話
活
動
の
展
開
」
と
題
し
て
、
巌
谷
小
波
や
久
留
島

武
彦
ら
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
、「
国
語
」
教
育
と
の
密
接
な
関
係
に
言

及
さ
れ
た
。
伊
藤
龍
平
さ
ん
は
「
台
湾
に
お
け
る
国
語
／
日
本
語
教
育
と

昔
話
」
と
題
し
て
、
公
学
校
用
の
国
語
教
科
書
に
採
択
さ
れ
た
昔
話
を
指

摘
し
、
あ
る
公
学
校
教
師
の
昔
話
教
育
の
実
践
を
分
析
さ
れ
た
。
野
村
敬

子
さ
ん
は
「
台
湾
か
ら
来
た
花
嫁
の
語
り
」
と
題
し
て
、
台
湾
か
ら
来
た

花
嫁
邱
月
莠
さ
ん
の
語
り
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
彼
女
が
置
か
れ
た
環
境
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
。

　

最
後
に
、
中
村
と
も
子
さ
ん
が
挨
拶
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
が
、
時
間
も

わ
ず
か
だ
っ
た
の
で
、
後
に
、「
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
場
で
考
え
た
こ
と
」
と

題
し
て
総
括
し
て
く
だ
さ
っ
た
。「
今
だ
か
ら
こ
そ
」
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で

あ
っ
た
と
い
う
現
代
性
を
評
価
し
て
く
だ
さ
っ
た
が
、「
今
回
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
ば
は
日
本
語
だ
け
で
あ
っ
た
」
と
い
う
苦
言

は
重
い
。
今
後
は
も
っ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
開
か
れ
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
し

て
ゆ
く
た
め
の
企
画
力
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

四
、
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
未
来

　

改
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
昭
和
五
〇
年
代
（
一
九
七
五
～

一
九
八
四
）
は
口
承
文
芸
の
調
査
と
出
版
が
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
急
速
に
進

ん
だ
時
期
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
大
型
の
録
音
機
を
持
ち
歩
く
調
査
か

ら
、
カ
セ
ッ
ト
・
テ
ー
プ
に
よ
る
軽
量
化
が
図
ら
れ
、
誰
も
が
一
台
所
有

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
膨
大
な
記
録
が
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ま

で
の
資
料
集
は
ほ
と
ん
ど
が
自
費
出
版
で
作
る
し
か
な
か
っ
た
が
、
時
に

は
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
場
合
も
生
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
動
向
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
、
大
学
や
地
域
に
研
究
会
が

生
ま
れ
、
全
国
組
織
の
学
会
も
軌
道
に
乗
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
学
会
も
、
昭

和
四
九
年
（
一
九
七
四
）
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
行
わ
れ
た
第
六
回
口
承
文
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芸
国
際
会
議
に
端
を
発
し
、
昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
）
に
韓
国
で
開
催

さ
れ
た
東
北
ア
ジ
ア
民
俗
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
受
け
て
、
翌
年
に
発
足
し

て
い
る
（『
口
承
文
芸
研
究
』
第
一
号
）。「
趣
意
書
」
に
は
、「
わ
が
国
に

お
け
る
口
承
文
芸
研
究
を
促
進
す
る
」
こ
と
と
と
も
に
、「
世
界
に
お
け

る
斯
学
の
発
展
に
、
寄
与
す
る
」
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
学
会
運
営
の
中
で
国
際
的
な
学
術
交
流
が
ど
れ
ほ
ど

実
現
し
た
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
目
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
と
い
う
の

が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
当
初
の
気
運
と
は
裏
腹
に
、
国
際

的
な
学
術
交
流
は
急
速
に
後
退
し
、
ど
ん
ど
ん
内
向
き
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
な
っ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け

の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
政
治
や
経
済
と
不
可
分
で
あ
る
こ

と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
要
因
は
あ
る
に
し
て
も
、
研
究
者
の
中

に
、
仲
間
う
ち
の
業
績
作
り
に
閉
じ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
も
っ
て
国
際

的
に
開
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
意
識
改
革
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
国
際
的
な
学
術
交
流
は
、
持
続
可
能
な
も

の
に
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
意
味
が
な
い
。
初
め
て
実
施
し
て

み
て
、
今
回
程
度
の
規
模
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ら
ば
、
研
究
助
成
を
外
部
資

金
と
し
て
導
入
す
れ
ば
継
続
は
可
能
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
学
会
で
国
際
交

流
事
業
に
申
請
し
て
実
現
す
る
の
が
理
想
だ
が
、
実
績
が
な
け
れ
ば
採
択

は
難
し
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
重
ね
る
こ
と
が
、
や
が

て
外
国
人
研
究
者
の
招
聘
等
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

　

私
自
身
は
、
さ
ら
に
樺
太
・
北
海
道
、
朝
鮮
、
南
洋
群
島
、
満
州
に
関

す
る
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
、
そ
の
報
告
書
を
発
行
し
た
い
と

い
う
希
望
を
抱
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
台
湾
に
関
す
る
第
二
回
を
実
施

す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
学
会
と
関
係
が

あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
こ
う
し
た
国
際
的
な
学
術
交
流
の
企
画
・
運
営
に

名
乗
り
を
上
げ
て
く
れ
る
人
が
、
国
内
は
も
と
よ
り
、
海
外
か
ら
も
次
々

と
現
れ
て
く
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
そ
う
し
た
交
流
が
進
め
ば
、
国
際
的

な
規
模
で
未
来
志
向
の
学
問
が
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　

な
お
、
今
回
実
施
し
て
み
て
、
国
際
的
な
学
術
交
流
ば
か
り
で
な
く
、

学
際
的
な
学
術
交
流
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
口
承
文
芸
を
自

明
の
も
の
と
し
て
特
化
す
る
の
で
は
な
く
、
相
対
的
な
位
置
を
認
識
す
る

こ
と
が
や
は
り
大
切
で
あ
る
。
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ

ム
は
ま
だ
産
声
を
上
げ
た
ば
か
り
だ
が
、
さ
さ
や
か
で
あ
っ
て
も
持
続
的

な
歩
み
を
重
ね
る
こ
と
な
し
に
は
、
今
後
の
口
承
文
芸
と
そ
の
研
究
は
も

は
や
成
り
立
ち
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

〔
付
記
〕
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書
は
二
〇
〇
部
印
刷
し
ま
し
た

が
、
す
で
に
残
部
が
あ
り
ま
せ
ん
。
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
が
、
図
書
館

等
で
お
読
み
く
だ
さ
い
。

（
い
し
い
・
ま
さ
み
／
東
京
学
芸
大
学
）


