
、
、
、
、

「
学
際
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
っ
て
い
る
。
国
立
情
報
学
研
究
所

学
術
情
報
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
C
i
N
i
i
で
、
論
文
タ
イ
ト
ル
に
「
学
際
」
を

含
む
諭
文
数
を
調
べ
て
み
た
だ
け
で
、
そ
の
熱
狂
ぶ
り
が
わ
か
る

（図
l
)
。
ま
た
、
我
が
国
の
大
学
に
お
い
て
「
学
際
」
を
掲
げ
る

研
究
所
や
セ
ン
タ
ー
等
の
内
部
組
織
を
検
索
し
て
み
る
と
、
そ
の

数
、
実
に
五
十
以
上
に
な
る
（
筆
者
調
べ
。
な
お
筆
者
の
所
属
組

織
も
含
ま
れ
る
）
。

我
が
国
に
特
化
し
て
政
治
的
、
時
代
的
に
こ
の
勃
興
を
説
明
し

超
え
る
の
で
は
な
く
辿
る
、

よ
う
と
す
る
な
ら
、

一
九
九
六
年
日
本
学
術
振
興
会
の
未
来
開
拓

事
業
（
複
合
分
野
）
が
学
際
研
究
振
興
に
お
け
る
明
確
化
の
起
点

と
言
っ
て
い
い
。
こ
の
複
合
分
野
に
は
、
「
生
命
情
報
」
と
い
っ
た

今
日
す
で
に
確
立
さ
れ
た
と
も
言
え
る
学
術
分
野
や
、
「
電
子
社

会
シ
ス
テ
ム
」
と
い
っ
た
、
情
報
科
学
・
エ
学
、
法
学
、
政
治
学
、

経
済
学
、
倫
理
学
等
の
面
か
ら
学
際
的
に
、
ま
た
、
国
際
、
国
家
、

地
域
、
個
人
等
の
視
点
か
ら
総
合
的
に
考
察
す
る
い
わ
ゆ
る
文
理

融
合
の
学
術
分
野
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
未
来
開
拓

宮
野
公
樹

（
京
都
大
学
学
際
融
合
教
育
研
究
推
進
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

学
間
と
の
再
契
約

Naoki Miyano 
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図1 タイトルに「学際」を含む論文数
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出典：筆者調べ及び作成

事
業
の
序
文
に
お
い
て
「
二
十

一
世
紀
を
展
望
し
、
地
球
規
模
の

問
題
の
解
決
、
経
済
・
社
会
の
発
展
、
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現

等
を
目
指
し
、
我
が
国
の
未
来
の
開
拓
に
つ
な
が
る
創
造
性
豊
か

な
学
術
研
究
を
大
学
主
導
に
よ
り
重
点
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
学
際
研
究
」
活
発
化
の
背

景
に
は
、
一
層
複
雑
化
す
る
課
題
解
決
へ
の
社
会
的
要
望
が
あ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

端
的
に
言
っ
て
、

こ
の
二
十
五
年
に
わ
た
る
流
行
は
、
素
直
に

喜
ぶ
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。

一
に
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
学
術
分
野
に
限
ら
ず
、

こ
の
世
に
お
い
て
何
か
（
の
分
野
）
と
何
か
（
の
分
野
）
が
「
融
合
」

し
て
い
な
い
も
の
（
分
野
）
な
ど
、
ど
れ

一
っ
と
し
て
な
い
。
ゆ

え
に
、
「
学
際
」
や
「
異
分
野
融
合
」
を
特
段
区
別
し
、
そ
れ
が
大

事
と
叫
ぶ
の
は
、
目
先
の
都
合
や
需
要
に
囚
わ
れ
、
本
来
の
学
問

の
在
り
よ
う
を
疎
か
に
し
て
い
る
証
拠
と
も
言
え
る
、
学
際
と
は

あ
ま
り
に
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

「
そ
う
だ
と
し
て
も
学
際
そ
の
も
の
は
良
き
こ
と
な
の
だ
か
ら
、

広
く
展
開
す
る
の
は
別
に
い
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
声
が
聞
こ

え
て
き
そ
う
だ
が
、
今
日
に
お
い
て
哲
学
と
呼
ば
れ
る
紀
元
前
五
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0
0年
頃
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
考
え
」
に
端
を
発
し
、
今
の
こ
の

一
連
の
学
問
体
系
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、

一
っ
の
種
か
ら
育
っ
た

樹
木
の
枝
葉
を
結
合
・
統
合
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
は
、
知
あ
る
い

は
分
野
と
い
う
も
の
を
物
的
か
つ
固
定
概
念
的
に
捉
え
た
極
め
て

操
作
的
な
行
為
、
い
う
な
ら
「
ご
都
合
主
義
」
な
の
だ
。

確
か
に
、
課
題
解
決
に
お
い
て
は
、
複
数
分
野
の
知
識
は
必
要

不
可
欠
で
あ
り
、
課
題
の
解
決
と
い
う
目
的
の
も
と
に
知
を
使
用

す
れ
ば
よ
い
が
、
そ
れ
は
知
の
活
用
で
あ
り
、
知
を
愛
し
知
そ
の

も
の
を
問
う
学
問
本
来
の
姿
と
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ
が
学
問

の
営
み
で
あ
る
な
ら
、
樹
木
の
枝
葉
を
結
合
、
統
合
し
よ
う
な
ど

と
は
せ
ず
、
幹
を
た
ど
っ
て
根
本
（
ね
も
と
）
に
戻
ろ
う
と
す
る

だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
ず
と
各
個
別
が
一
っ
に
集
約
さ
れ
る

の
だ
か
ら
。

神
学
者
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
学
問
に
つ
い
て
語
っ
た
「
す

べ
て
の
学
問
は
唯

一
の
真
理
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
体

と
の
関
連
を
失
え
ば
死
滅
し
て
し
ま
う
」
の
含
意
は
こ
こ
に
あ

る
。
全
体
と
の
関
連
を
失
う
と
は
、
枝
か
ら
離
れ
た
葉
単
体
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
は
専
門
で
は
な
く
個
別
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
、

学
問
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
専
門
で
あ
れ
そ
れ
は
入
り
口
で
し

か
な
く
、
「
学
際
」
お
よ
び
「
異
分
野
融
合
」
と
は
、
他
の
分
野
と

の
関
わ
り
に
よ
り
自
分
の
立
ち
位
置
を
確
認
す
る
行
為
と
理
解
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
哲
学
者
三
木
清
は
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
こ
う
言
っ

た
。
「
専
門
家
た
る
も
の
、
突
き
詰
め
れ
ば
お
の
ず
と
基
礎
た
る

哲
学
に
接
触
す
る
の
は
当
然
と
し
、
自
分
の
専
門
の
意
味
を
そ
の

外
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
反
省
せ
ん
が
た
め
、
あ
る
い

は
自
分
の
保
持
す
る
原
理
の
包
括
力
お
よ
び
影
響
力
を
種
々
の
分

野
に
お
い
て
試
さ
ん
が
た
め
、
他
分
野
と
接
触
す
る
こ
と
を
余
儀

(
3
)
 

な
く
さ
れ
る
も
の
」
と

―
一
に
、
「
学
際
研
究
」
と
い
う
括
り
を
存
在
さ
せ
る
と
、
必
ず
「
そ

の
定
義
は
？
」
と
い
う
無
意
味
な
問
い
も
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
。

事
実
、
一
九
九
六
年
の
段
階
で
既
に
「
学
際
研
究
」
が
増
加
す
る

(
4
)
 

状
況
を
受
け
て
「
学
際
の
定
義
が
曖
昧
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、

今
年
二

0
ニ
―
年
の
東
京
カ
レ
ッ
ジ
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お

い
て
も
、
「
学
際
研
究
の
評
価
が
問
題
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
学

際
（
研
究
）
と
は
学
問
の
本
性
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
定
義
や
評
価

の
話
は
い
ず
れ
も
不
毛
で
あ
る
。
そ
れ
に
挑
ん
だ
と
し
て
も
、
結

局
は
、
な
ん
だ
学
問
そ
の
も
の
の
話
じ
ゃ
な
い
か
、
と
な
る
は
ず

だ
か
ら
で
あ
る
、
学
者
と
し
て
考
え
た
の
な
ら
。

連載企画 I226 



経
営
者
、
管
理
者
、
あ
る
い
は
研
究
者
と
し
て
考
え
る
か
ら
、

定
義
や
ら
評
価
や
ら
が
問
題
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
て
別
に
言

わ
な
く
て
も
最
初
か
ら
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
を
新
た
に
名
付
け
、

「
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
」
と
挙
手
ま
で
し
て
、
不
要
な
仕
事
を
増
や

す
こ
と
が
本
当
の
仕
事
で
は
あ
る
ま
い
。
複
数
の
学
問
体
系
の
共

同
作
業
に
よ
り
新
た
な
知
を
共
有
す
る
の
が
Inter
,
 
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
y
、

複

数

の

学

問

体

系

が

共

同

で

研

究

を

行

う

の

が

Multi
,
 

d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
y
な
ど
と
区
別
し
何
か
が
わ
か
っ
た
気
に
な
る
こ
と

や
、
「
そ
う
す
る
と

0
0分
野
は
学
際
研
究
と
呼
べ
る
か
」
と
い
っ

た
類
の
問
い
は
、
正
直
ど
う
で
も
よ
い
。

何
よ
り
、
「
学
際
研
究
」
を
名
付
け
、
そ
れ
を
通
常
の
専
門
と
並

列
に
扱
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
定
義
や
評
価
が
気
に
な
る
の

だ
。
あ
え
て
学
際
研
究
と
い
う
区
分
を
使
用
す
る
な
ら
、

1

そ

れ
は
学
問
本
来
の
姿
で
あ
る
の
で
通
常
の
専
門
を
超
え
た
立

ち
位
置
に
お
か
な
い
と
辻
棲
が
合
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

筆
者
は
、
と
あ
る
研
究
助
成
事
業
の
「
学
際
研
究
」
と
い
う
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
審
査
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
頻
繁
に

眼
に
す
る
「
…
…

に
つ
い
て
、

0
0学
の
観
点
か
ら
も
検
討
し
、

学
際
的
に
考
察
を
行
う
」
と
い
う
文
章
の
無
意
味
さ
で
あ
る
。
こ

れ
は
別
に
学
際
研
究
で
も
な
ん
で
も
な
く
て
、
単
な
る
申
請
者
の

研
究
進
展
に
伴
う
他
分
野
と
の
接
触
と
い
う
、
ご
く
当
た
り
前
の

営
み
で
あ
ろ
う
。
目
新
し
い
流
行
り
と
し
て
学
際
研
究
を
掲
げ
、

新
し
い
何
か
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既

存
の
専
門
分
野
と
並
列
に
扱
う
か
ら
、
実
の
と
こ
ろ
は
何
も
新
し

い
こ
と
を
生
み
出
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
不
要
な
問
題
を
生
じ
さ

せ
て
い
る
点
で
罪
と
す
ら
言
え
る
。
哲
学
を
確
固
た
る
も
の
に
さ

せ
た
い
が
故
に
、
そ
れ
を
つ
い

一
専
門
分
野
に
閉
じ
込
め
た
カ
ン

ト
の
失
敗
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
。
哲
学
が
全
て
に
共
通
す

る
普
遍
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
諸
専
門
分
野
か
ら
分
離
さ
せ
る

と
、
そ
れ
が
そ
れ
で
な
く
な
る
の
だ
。
二
十
世
紀
に
な
っ
て
の
あ

ま
り
に
テ
ク
ニ
カ
ル
な
哲
学
論
文
を
ま
ま
目
に
す
る
の
は
、
こ
う

い
う
理
由
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
に
面
白
い
調
査
結
果
が
あ
る
。
二

0
二
0
年
十
月
に
筆
者

(
6
)
 

の
研
究
グ
ル
ー
。
フ
が
実
施
し
た
「
学
際
研
究
イ
メ
ー
ジ
調
査
」
で

は
、
次
の
設
問
が
あ
っ
た
（
図
2
)
。

〈
問
あ
な
た
は
、
下
記
の
図
の
う
ち
、
ど
こ
か
ら
を
学
際
研
究

と
呼
び
ま
す
か
〉
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図2 分野間の距離に関して、下記のうちどこまでを「学際研究」と呼びますか？

(1)同じ学部の異なる専攻の人が

協力して行う距離感での研究が「学際研究」

(2)異なるけどどちらかというと近い感じの学部の人が

協力して行う距離感での研究が「学際研究」

(3)かなり異なる学部の人が

協力して行う研究が「学際研究」

(4)分野間の距離感で定めるものではない

出典：学際研究イメージ調査

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
同
じ
学
科
内
で
の
分
野
的
に
親
し

い
共
同
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
理
系
同
士
の
学
部
間
の
共
同
、
そ
し
て
、

い
わ
ゆ
る
文
理
融
合
と
呼
ば
れ
る
学
術
ス
タ
イ
ル
が
大
き
く
異
な

る
と
さ
れ
る
分
野
間
の
共
同
の
三
つ
の
例
を
示
し
て
、
研
究
者
の

肌
感
覚
と
し
て
の
「
学
際
研
究
」
を
探
っ
た
も
の
だ
。

結
果
、
約
六
割
を
占
め
た
最
も
多
い
回
答
が
、
「
分
野
間
の
距

離
で
定
め
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。
我
が
国

の
研
究
者
も
ま
だ
ま
だ
捨
て
た
も
の
じ
ゃ
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
の

回
答
を
選
択
し
た
本
意
は
知
る
由
も
な
い
が
、
「
学
際
研
究
」
な
る

も
の
へ
の
ど
こ
か
し
ら
違
和
感
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

こ
の
回
答
か
ら
勇
気
を
も
ら
い
、
本
連
載
企
画
は
大
き
な
挑
戦

に
踏
み
出
す
。
個
の
分
野
か
ら
幹
を
辿
り
全
た
る
大
本
の
幹
へ
向

か
う
過
程
を
様
々
な
分
野
の
研
究
者
有
志
で
実
体
験
し
て
、
そ
れ

を
共
同
執
筆
と
し
て
―
つ
の
論
考
に
ま
と
め
る
こ
と
に
挑
む
の
で

あ
る
。
直
ち
に
読
者
の
中
に
は
「
A

I
の
倫
理
」
と
い
っ
た
比
較

的
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
今
日
的
課
題
に
つ
い
て
の
連
携
テ
ー
マ
を

る。
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想
像
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
幹
を
辿
る
営
み
と
い
う
も
の
は
そ

う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
当
然
な
が
ら
今
日
的
課
題
に
つ
い
て
複
数

の
分
野
が
連
携
し
て
考
究
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
は
あ
る

が
、
本
企
画
で
狙
う
の
は
、
か
の

C
.
p
．
ス
ノ
ー
が
言
う
と
こ

ろ
の
「
二
つ
の
文
化
」
ー
ぃ
わ
ゆ
る
理
系
と
い
わ
ゆ
る
文
系
の

(
7
)
 

精
神
風
土
の
相
違
—
—
の
並
列
的
連
携
で
は
な
く
、
そ
の
源
流
を

辿
る
こ
と
に
よ
る
二
つ
の
文
化
の
融
解
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
何
な
の
か
…
…
。
ど
の
よ
う
な
対
象
に
つ
い
て
で
あ

れ
、
ど
の
よ
う
な
専
門
で
あ
れ
、
考
え
つ
め
た
そ
の
深
さ
に
よ
り

感
受
し
共
有
さ
れ
う
る
全
体
的
思
想
は
、
そ
の
熟
度
が
高
い
ほ
ど
、

入
り
口
で
あ
る
二
つ
の
文
化
の
重
要
性
は
相
対
的
と
な
る
。
ス
ノ

ー
は
、
二
つ
の
文
化
の
解
消
を
教
育
に
求
め
た
が
、
本
企
画
で
は
、

学
者
た
ら
ん
と
す
る
研
究
者
の
構
え
に
頼
る
。

今
日
の
学
術
界
を
覆
っ
て
い
る
、
過
度
な
商
業
主
義
、
業
績
主

(
8
)
 

義
に
お
い
て
、
我
々
研
究
者
も
日
常
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
忙
し
さ

に
つ
い
飲
み
込
ま
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
う

い
う
中
に
お
い
て
も
、
改
め
て
研
究
と
い
う
も
の
、
そ
し
て
研
究

者
と
い
う
人
生
を
見
直
し
、
学
問
に
対
す
る
自
身
の
態
度
を
磨
い

て
い
く
。
そ
う
、
こ
の
企
画
は
研
究
者
と
し
て
学
問
と
再
契
約
す

る
そ
の
開
始
な
の
で
あ
る
。

現
時
点
で
、

(
9
)
 

ど
の
よ
う
な
研
究
者
ら
で
挑
む
の
か
、
最
終
論
考

は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
は
白
紙
で
あ
る
が
、
最
終
論
考
の
前
に
、

自
然
科
学
系
研
究
者
が
人
文
社
会
系
研
究
の
現
場
に
赴
い
た
実
体

験
の
報
告
や
、
そ
の
逆
を
試
み
る
等
の
予
定
を
立
て
て
い
る
。
実

際
に
現
場
に
出
向
く
こ
と
か
ら
も
、
学
問
の
在
り
方
だ
け
で
な
く
、

研
究
環
境
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

最
終
的
な
共
同
執
筆
論
考
は
果
た
し
て
ど
う
な
る
か
…
…
。
そ
れ

が
成
功
す
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
挑
戦
に
大
い
な
る
学
び

が
あ
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。

[
注
]
（
l
)
以
降
の
二
段
落
は
下
記
の
論
考
か
ら
の
抜
粋
を
含
む
。
宮
野
公
樹

「
異
分
野
融
合
の
意
味
と
意
義
」
『
ま
て
り
あ
』
日
本
金
属
学
会
会
報
、

二
0
ニ

―
年
六

0
巻
一

0
号

(
2
)
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

『
諸
学
の
体
系
学
問
論
復
興
の
た
め
に
』
清

水
正
・
濱
崎
雅
孝
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

二
0
―
二
年

(
3
)
三
木
清
・
大
澤
聡
編
『
三
木
清
大
学
論
集
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、
ニ

0
一
七
年

(
4
)
赤
司
秀
明
「
学
際
研
究
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
の
必
要
性
」
『
学
術
の

動
向
』

一
九
九
六
年
九
月
号
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(
5
)
東
京
カ
レ
ッ
ジ

・
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
「
人
文
社
会
科
学
の
未

来」

1

文
系

・
理
系
と
い
う
区
分
の
再
考
」
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w.tc.u ,
 

t
o
k
y
o
.a
c
.j
p
 /
 ail e
c
 ,
 
e
v
e
n
t
/
4
4
1
7
 /
 

(6) h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w.c
p
i
e
r.info
/
g
a
ku
s
a
i
 ,
 
a
n
k
e
i
t
o
 

(
7
)
C
.
p
．
ス
ノ
ー
『
二
つ
の
文
化
と
科
学
革
命
』
松
井
巻
之
助

・
増

田
珠
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二

0
1
―
年

(
8
)
こ
れ
は
明
ら
か
に
大
学
人
自
身
の
せ
い
で
ま
ね
い
た
現
実
と
筆
者

は
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
参
考
は
現
代
ビ
ジ
ネ
ス

W
E
B
記
事
「
消

費
さ
れ
た
「
学
術
会
議
問
題
」

・・
・
い
ま
日
本
の
大
学
が
忘
れ
つ
つ
あ

る
「
大
切
な
こ
と
」
h
丑
p
s
:
/
/
 ge
n
d
a
i
.
i
s
m
e
d
i
a
.j
p
/
 articles/
＇/
7
9
1
9
4
 

(
9
)
我
こ
そ
は
、
と
い
う
方
は
ぜ
ひ
ご
連
絡
を
。
た
だ
し
、
参
画
を
確

約
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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