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田
中
雅
一
教
授
を
班
長
と
し
て
、
本
年
度
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
 
 

た
共
同
研
究
班
「
複
数
文
化
接
触
領
域
の
人
文
学
」
 
で
は
、
参
 
 

加
者
に
よ
る
研
究
発
表
と
テ
キ
ス
ト
会
読
を
並
行
し
て
行
っ
て
 
 

い
る
。
研
究
発
表
の
方
は
複
数
文
化
が
接
触
す
る
領
域
＝
コ
ン
 
 

タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
に
関
連
す
る
様
々
な
テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
報
 
 

告
と
討
論
が
な
さ
れ
、
私
の
よ
う
に
普
段
は
文
献
に
か
じ
り
つ
 
 

い
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
大
変
刺
激
的
な
研
究
機
会
と
な
っ
 
 

て
い
る
。
 
 

一
方
テ
キ
ス
ト
会
読
の
方
は
、
異
文
化
の
中
を
旅
し
た
人
々
 
 

の
記
録
か
ら
、
文
化
認
識
や
文
化
接
触
の
様
相
を
読
み
取
る
べ
 
 

く
、
旅
行
記
を
題
材
と
し
た
い
、
と
い
う
班
長
の
意
向
の
も
と
、
 
 

と
り
あ
え
ず
一
九
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
人
外
交
使
節
ア
レ
ク
 
 

サ
ン
ダ
ー
・
バ
ー
ン
ズ
に
よ
る
カ
ー
ブ
ル
へ
の
旅
行
（
一
八
三
 
 

六
－
三
八
年
）
 
の
記
録
を
読
み
進
め
て
い
る
。
こ
の
バ
ー
ン
ズ
 
 

の
旅
行
記
は
そ
の
名
も
〔
紅
訂
已
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
 
 

も
ち
ろ
ん
カ
ー
ブ
ル
の
こ
と
な
の
だ
が
、
我
が
国
に
お
い
て
こ
 
 

の
都
市
の
名
前
が
一
般
に
「
カ
ブ
ー
ル
」
と
写
さ
れ
、
そ
れ
が
 
 

続
「
カ
ー
ブ
ル
」
 
と
 
「
カ
ブ
ー
ル
」
 
 

稲
 
葉
 
 

ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
数
年
前
に
こ
の
 
 

所
報
に
短
い
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
 
（
所
報
人
文
第
四
九
 
 

号
）
。
そ
こ
で
は
江
戸
末
期
の
文
献
に
 
「
加
布
利
」
 
と
書
い
て
 
 

「
カ
ブ
ユ
ル
」
と
、
ま
た
「
喀
布
爾
」
と
書
い
て
「
カ
ビ
ュ
ル
」
 
 

い
う
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
を
確
認
す
る
ま
 
 

で
で
力
尽
き
た
の
だ
が
、
そ
の
後
少
々
新
し
い
知
見
を
得
た
。
 
 

近
藤
治
先
生
の
 
『
東
洋
人
の
イ
ン
ド
観
』
 
（
汲
古
書
院
、
二
〇
 
 

〇
六
年
）
を
通
じ
、
す
で
に
一
九
世
紀
初
頭
、
山
村
才
助
の
 
 

『
印
度
志
』
 
中
に
 
「
加
補
児
」
 
に
 
「
カ
ブ
ユ
ル
」
と
い
う
ル
ビ
 
 

が
、
ま
た
「
加
補
爾
」
 
に
「
カ
ビ
ュ
ル
」
と
い
う
ル
ビ
が
振
ら
 
 

れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
近
藤
先
生
に
よ
れ
ば
、
 
 

山
村
の
 
『
印
度
志
』
 
は
、
ヨ
ハ
ン
・
ヒ
ユ
ー
ブ
ナ
ー
の
ド
イ
ツ
 
 

語
地
理
書
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
『
ゼ
オ
ガ
ラ
ヒ
ー
』
 
の
う
ち
、
イ
 
 

ン
ド
に
関
す
る
部
分
の
翻
訳
紹
介
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
 
 

カ
ビ
ュ
ル
 
 

「
加
補
爾
、
一
名
カ
ホ
ウ
ル
 
（
C
a
b
O
u
－
）
と
い
ふ
。
」
 
と
あ
る
 
 

（
『
東
洋
人
の
イ
ン
ド
観
』
一
二
一
頁
）
。
残
念
な
が
ら
私
に
は
 
 

オ
ラ
ン
ダ
語
の
知
識
が
な
い
の
で
、
当
時
オ
ラ
ン
ダ
人
が
 
 

「
C
a
b
O
u
－
」
を
ど
う
発
音
し
た
の
か
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
 
 

現
在
の
オ
ラ
ン
ダ
語
で
あ
れ
ば
 
「
カ
バ
ウ
ル
」
と
い
っ
た
感
じ
 
 

だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
外
来
語
と
し
て
な
ら
「
カ
ブ
ー
ル
」
と
読
 
 

ま
れ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
『
ゼ
オ
ガ
ラ
ヒ
ー
』
 
の
原
書
は
ド
 
 

イ
ツ
語
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
ド
イ
ツ
語
で
外
国
の
地
名
を
 
 

「
C
a
b
O
u
こ
と
音
写
す
る
こ
と
は
想
像
し
に
く
い
か
ら
、
や
は
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り
フ
ラ
ン
ス
語
系
の
音
写
が
引
き
写
さ
れ
た
も
の
な
の
か
も
知
 
 

れ
な
い
。
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
人
た
る
バ
ー
ン
ズ
が
、
英
語
ら
 
 

し
か
ら
ぬ
 
「
C
a
b
0
0
－
」
 
と
い
う
表
記
を
用
い
て
る
こ
と
か
ら
 
 

も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
当
時
何
か
定
番
の
表
記
が
あ
っ
た
 
 

可
能
性
も
あ
る
。
 
 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
う
も
オ
ラ
ン
ダ
語
の
段
階
で
す
で
に
 
 

「
カ
ブ
ー
ル
」
と
い
う
発
音
が
成
立
し
て
い
て
、
そ
れ
が
日
本
 
 

で
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
が
出
て
き
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
 
 

で
再
び
紙
数
が
尽
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
に
お
い
て
も
と
も
 
 

と
 
「
カ
ー
ブ
ル
」
が
ど
う
写
さ
れ
た
の
か
、
お
よ
び
日
本
語
の
 
 

「
カ
ブ
ユ
ル
／
カ
ビ
ュ
ル
」
 
と
い
う
ル
ビ
は
ど
こ
に
由
来
す
る
 
 

の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
何
か
わ
か
っ
た
 
 

ら
ま
た
折
を
見
て
書
い
て
み
た
い
。
 
 
 

京
都
の
枝
垂
れ
桜
は
、
京
都
に
あ
る
だ
け
で
雅
で
あ
る
。
 
 
 

近
代
古
都
研
究
雑
感
 
 

高
 
木
 
博
 
志
 
 

二
〇
〇
三
～
五
年
度
ま
で
の
 
「
近
代
京
都
研
究
」
班
（
研
究
 
 

代
表
、
丸
山
宏
名
城
大
学
教
授
）
を
ひ
き
つ
ぎ
、
「
近
代
古
都
 
 

研
究
」
班
を
二
〇
〇
六
年
度
よ
り
は
じ
め
た
。
丸
山
班
は
、
最
 
 

後
の
国
内
客
員
の
研
究
班
で
あ
っ
た
。
客
員
研
究
班
と
い
う
制
 
 

度
は
、
人
文
研
の
共
同
研
究
会
を
外
部
に
開
く
意
味
で
も
、
意
 
 

義
深
か
っ
た
の
で
、
な
く
な
っ
た
の
は
惜
し
い
。
 
 
 

「
近
代
京
都
研
究
」
 
班
で
は
、
歴
史
学
・
造
園
史
・
建
築
 
 

史
・
美
術
史
・
歴
史
地
理
学
な
ど
学
際
的
に
研
究
が
お
こ
な
わ
 
 

れ
、
と
く
に
京
都
が
 
「
古
都
」
 
で
あ
る
と
 
「
歴
史
」
 
や
 
「
伝
 
 

統
」
 
の
な
か
で
表
象
さ
れ
た
像
と
、
政
治
的
・
経
済
的
な
都
市
 
 

の
現
実
と
の
異
同
が
問
題
と
な
っ
た
（
伊
従
勉
編
『
近
代
京
都
 
 

研
究
－
み
や
こ
か
ら
一
地
方
都
市
へ
の
軌
跡
』
 
二
〇
〇
一
年
）
。
 
 

そ
の
意
図
は
、
二
〇
〇
五
年
度
の
人
文
研
夏
期
公
開
講
座
を
、
 
 

「
古
都
イ
メ
ー
ジ
の
近
代
と
現
実
」
 
と
い
う
統
一
テ
ー
マ
で
、
 
 

「
近
代
京
都
研
究
」
班
が
担
当
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

新
し
く
「
近
代
古
都
」
と
い
う
研
究
課
題
を
学
際
的
に
取
り
 
 

組
む
際
に
念
頭
に
お
い
た
こ
と
は
、
「
古
都
」
 
の
語
の
意
味
で
 
 

あ
る
。
「
古
都
」
 
と
い
う
語
が
一
般
化
し
、
京
都
や
奈
良
が
そ
 
 

れ
を
自
己
表
象
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
高
 
 

度
経
済
成
長
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
「
古
都
」
 
と
は
、
天
皇
 
 

が
い
な
く
な
っ
た
旧
都
（
も
と
の
み
や
こ
）
 
で
あ
る
と
考
え
る
。
 
 

た
と
え
ば
 
「
み
や
こ
」
 
と
い
う
語
は
本
来
、
「
帝
王
ノ
住
マ
セ
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ラ
ル
ル
地
ノ
称
」
 
（
大
槻
文
彦
『
言
海
』
一
八
八
九
年
）
 
で
あ
 
 

っ
た
の
が
、
現
行
の
 
『
広
辞
苑
』
 
で
は
首
都
や
都
会
の
意
味
も
 
 

加
わ
り
、
近
現
代
を
通
じ
て
語
義
が
拡
大
し
て
い
る
。
こ
れ
は
 
 

一
九
六
六
年
に
制
定
さ
れ
た
古
都
保
存
法
が
村
象
と
す
る
 
「
古
 
 

都
」
が
、
既
定
の
京
都
市
・
奈
良
市
・
鎌
倉
市
・
斑
鳩
町
・
明
 
 

日
香
村
・
大
津
市
な
ど
か
ら
地
方
城
下
町
ま
で
を
そ
の
射
程
に
 
 

入
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
語
義
の
拡
大
に
照
応
す
る
 
 

だ
ろ
ゝ
つ
。
 
 
 

し
か
も
「
近
代
京
都
研
究
」
班
で
高
久
嶺
之
介
氏
が
論
じ
た
 
 

よ
う
に
、
一
貫
し
て
京
都
府
や
京
都
市
は
、
近
代
を
通
じ
て
工
 
 

業
都
市
を
目
指
し
て
い
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
あ
る
意
味
で
、
 
 

か
つ
て
の
 
「
歴
史
」
 
や
「
伝
統
」
 
に
頼
り
文
化
財
化
し
た
 
「
古
 
 

都
」
を
売
り
物
と
す
る
施
策
は
新
し
い
も
の
と
い
え
る
。
た
と
 
 

え
ば
京
都
市
は
昭
和
初
期
に
七
十
万
人
を
超
え
る
大
都
市
で
あ
 
 

っ
た
一
方
で
、
奈
良
は
同
時
期
に
県
全
体
で
も
十
一
万
人
余
の
 
 

人
口
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
大
都
市
の
京
都
と
田
舎
の
奈
良
と
い
 
 

う
異
質
な
も
の
が
同
じ
 
「
古
都
」
と
い
う
概
念
で
く
く
ら
れ
る
 
 

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
期
に
な
っ
て
大
衆
社
会
状
況
や
観
 
 

光
の
隆
盛
な
ど
を
通
じ
て
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

も
う
一
つ
思
っ
て
い
る
の
は
、
古
都
研
究
に
取
り
組
む
際
に
、
 
 

牧
歌
的
な
「
古
都
」
礼
賛
は
や
め
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

平
安
遷
都
千
二
百
年
記
念
や
昨
今
は
や
り
の
京
都
検
定
な
ど
で
 
 

賞
揚
さ
れ
る
、
雅
、
国
風
、
貴
族
性
、
町
衆
、
幕
末
の
志
士
な
 
 

ど
歴
史
貫
通
的
な
京
都
イ
メ
ー
ジ
は
、
近
代
に
構
築
さ
れ
て
き
 
 

た
表
象
で
あ
り
、
相
村
化
す
る
こ
と
が
学
問
的
に
必
要
で
あ
る
 
 

と
思
う
。
日
本
文
化
と
奈
良
・
京
都
の
地
域
文
化
と
を
ス
ト
 
 

レ
ー
ト
に
結
び
つ
け
る
施
策
・
情
報
が
満
ち
て
い
る
な
か
で
、
 
 

た
ち
ど
ま
っ
て
辛
口
の
共
同
研
究
が
あ
っ
て
も
い
い
。
 
 
 

と
い
い
つ
つ
最
近
の
私
の
た
め
ら
い
は
、
近
代
に
画
一
化
さ
 
 

れ
た
神
社
景
観
に
身
を
お
く
と
ほ
っ
と
し
、
文
化
財
保
護
制
度
 
 

で
囲
い
込
ま
れ
た
国
宝
・
東
寺
帝
釈
天
像
を
端
正
と
思
い
、
平
 
 

安
神
宮
の
紅
枝
垂
れ
桜
を
見
に
ゆ
く
自
分
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 
 

近
代
の
文
化
は
前
近
代
の
上
に
重
層
し
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
 
 

が
、
近
代
の
政
治
や
学
知
を
媒
介
に
、
新
た
に
創
り
出
さ
れ
た
 
 

来
歴
は
し
っ
か
り
と
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
 
 

て
で
き
あ
が
っ
た
文
化
を
楽
し
み
愛
で
る
自
分
が
い
て
も
ま
っ
 
 

た
く
問
題
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
一
方
、
地
域
の
文
化
 
 

は
、
別
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
く
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
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平
成
十
九
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
 
「
西
陸
薔
現
中
国
中
世
焉
本
 
 

研
究
」
班
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
研
究
の
対
象
と
 
 

な
る
の
は
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
中
国
西
北
辺
境
に
お
よ
ぶ
地
域
 
 

か
ら
出
土
し
た
古
文
書
で
あ
る
。
内
容
は
、
仏
教
を
は
じ
め
と
 
 

す
る
経
典
の
写
本
か
ら
私
信
・
帳
簿
の
類
に
至
る
ま
で
多
岐
に
 
 

わ
た
る
。
班
員
お
の
お
の
が
自
ら
の
問
題
関
心
に
し
た
が
っ
て
 
 

関
係
文
書
を
取
り
上
げ
、
研
究
発
表
を
行
っ
て
い
る
。
研
究
班
 
 

を
始
め
る
に
当
た
っ
て
、
高
田
時
雄
班
長
か
ら
 
「
年
次
報
告
」
 
 

を
刊
行
す
る
旨
が
宣
言
さ
れ
た
が
、
お
陰
様
で
十
九
年
度
は
十
 
 

名
の
班
員
の
執
筆
に
か
か
る
報
告
書
を
 
『
敦
燈
写
本
研
究
年
 
 

報
』
 
と
し
て
世
に
問
う
こ
と
が
で
き
た
。
 
 
 

研
究
班
の
末
席
に
名
を
連
ね
る
わ
た
く
し
は
、
中
国
法
制
史
 
 

を
勉
強
す
る
身
で
あ
り
、
「
敦
燥
学
」
 
や
 
「
ト
ル
フ
ァ
ン
学
」
 
 

の
尊
家
で
は
な
い
。
た
だ
、
「
敦
燈
文
書
」
 
の
発
見
以
来
、
一
 
 

貫
し
て
研
究
拠
点
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
京
都
で
東
洋
史
を
学
 
 

ん
だ
関
わ
り
か
ら
耳
学
問
と
し
て
敦
燈
文
献
に
関
心
を
も
ち
、
 
 

大
学
に
残
っ
て
中
国
史
研
究
を
続
け
て
ゆ
く
中
で
、
折
々
に
文
 
 

ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
公
園
の
森
と
栗
鼠
 
 

正
 
博
 
 

書
を
読
む
機
会
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
研
究
な
ど
と
呼
べ
た
 
 

代
物
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
扱
っ
た
小
文
を
草
し
た
こ
と
も
 
 

あ
る
。
こ
の
た
び
の
研
究
班
参
加
は
、
正
面
か
ら
敦
燈
・
吐
魯
 
 

番
文
書
に
取
り
組
む
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
も
の
と
感
謝
 
 

ベ
ー
ス
等
で
高
解
像
度
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
容
易
に
入
手
す
る
 
 

し
て
い
る
。
 
 
 

今
頃
に
な
っ
て
「
敦
短
文
書
」
か
と
訝
ら
れ
る
向
き
が
あ
る
 
 

か
も
知
れ
な
い
が
、
西
域
出
土
文
献
研
究
を
め
ぐ
る
環
境
は
目
 
 

下
大
き
な
変
化
の
た
だ
中
に
あ
る
。
一
昔
前
ま
で
は
解
像
度
の
 
 

低
い
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
見
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
鮮
明
な
 
 

写
真
の
あ
る
文
書
は
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
 
 

今
で
は
I
D
P
 
（
国
際
敦
燈
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
 
の
デ
ー
タ
 
 
 

こ
と
が
で
き
る
し
、
主
要
研
究
機
関
が
所
蔵
す
る
文
書
で
あ
れ
 
 

ば
、
中
国
で
出
版
さ
れ
た
図
録
で
写
真
（
大
半
が
モ
ノ
ク
ロ
）
 
 

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

そ
の
代
償
と
い
う
訳
で
も
あ
る
ま
い
が
、
以
前
は
比
較
的
容
 
 

易
で
あ
っ
た
文
書
原
本
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
制
限
さ
れ
つ
つ
あ
る
 
 

と
聞
く
。
ち
ょ
う
ど
十
年
前
、
一
年
間
に
わ
た
っ
て
英
国
お
よ
 
 

び
フ
ラ
ン
ス
で
の
在
外
研
究
を
許
さ
れ
た
折
り
に
は
、
大
英
図
 
 

書
館
・
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
こ
ち
ら
が
 
 

閲
覧
を
希
望
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
文
書
に
つ
い
て
原
本
調
 
 

査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
一
日
あ
た
り
の
閲
覧
制
限
は
一
応
 
 

設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
個
々
の
原
本
に
つ
い
て
普
通
に
観
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察
し
て
い
る
限
り
そ
の
制
限
を
超
え
て
閲
覧
す
る
時
間
的
な
余
 
 

裕
な
ど
無
か
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
も
パ
リ
も
、
他
に
見
に
行
き
た
 
 

い
場
所
は
無
数
に
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
あ
の
 
「
宝
の
山
」
 
に
勝
 
 

る
と
こ
ろ
は
あ
る
ま
い
と
思
っ
て
い
る
。
 
 
 

夕
刻
に
大
英
国
書
館
（
当
時
は
テ
ム
ズ
川
の
南
岸
、
ブ
ラ
ッ
 
 

ク
フ
ラ
イ
ヤ
ー
ズ
に
あ
っ
た
）
を
後
に
し
て
下
宿
に
帰
る
途
中
、
 
 

特
に
日
の
長
い
時
期
に
は
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
公
園
に
立
ち
寄
る
こ
 
 

と
も
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
大
都
会
の
真
ん
中
と
は
思
え
ぬ
ほ
 
 

ど
の
広
大
な
芝
生
と
森
が
拡
が
っ
て
い
た
。
時
に
栗
鼠
の
姿
を
 
 

見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
、
木
の
実
を
前
足
に
も
っ
て
仔
む
姿
に
 
 

心
が
和
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
聞
け
ば
、
栗
鼠
は
団
栗
を
森
の
そ
 
 

こ
こ
こ
に
埋
め
て
お
き
、
後
で
取
り
出
し
て
食
べ
る
の
だ
と
か
。
 
 

取
り
出
し
忘
れ
た
実
は
、
春
に
芽
を
出
し
て
若
木
と
な
る
そ
う
 
 

で
あ
る
。
研
究
班
参
加
を
契
機
に
欧
州
で
集
め
た
調
査
資
料
が
 
 

一
つ
で
も
多
く
芽
を
出
し
て
く
れ
れ
ば
と
思
う
。
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