
こ
の
文
章
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
前
回
の
第

一
回
目
連
載

櫻
井
悟
史
＋
。フ
ラ
ダ
ン
・r‘

コ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ
ン
＋
三
谷
宗一
郎
＋
宮
野
公
樹

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
。

「
学
問
と
の
再
契
約
」。

そ
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
か
な
り

重
い
。
専
門
が
「
門
」
で
あ
る
こ
と
を
強
く
自
覚
し
つ
つ
あ
え
て

自
分
が
知
ら
な
い
他
の
門
を
く
ぐ
る
。
そ
こ
か
ら
普
遍
へ
と
通
じ

る
道
を
登
り
つ
め
る
た
め
に
は
、
な
ぜ
そ
れ
を
や
る
の
か
、
な
ん

の
た
め
に
や
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
何
を
や
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
の
か
と
い
う
緻
密
な
点
検
作
業
の
繰
り
返
し
。
他
の
門
を
く

ぐ
っ
て
は
い
る
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ
は
自
分
の
門
か
ら
続

く
自
分
の
道
を
省
み
る
こ
と
と
全
く
同
値
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く

解
く
理
系
に
間
う
文
系

超
え
る
の
で
は
な
く
辿
る
、

二
つ
の
文
化
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左より、村田純、プラダン・ゴウランガ・チャラン、三谷宗一郎、後藤彩子、安藤妙子、櫻井悟史（訪問先で

ある国立国会図書館関西館にて撮影 宮野公樹提供）

幸
運
に
も
、
こ
の
問
題
に
い
わ
ゆ
る
理
系

・
文
系
か
ら
三
名
ず

つ
、
合
計
六
名
の
研
究
者
と
挑
戦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
論
考

で
は
、
い
わ
ゆ
る
文
系
が
理
系
の
研
究
に
触
れ
た
経
験
を
報
告
す

る
。
が
、
そ
れ
は
単
な
る
「
研
究
室
訪
問
記
」
と
い
っ
た
ぬ
る
い

も
の
で
は
な
い
し
、
そ
う
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
学
問
と
の
再
契

約
を
迫
ら
れ
た
研
究
者
個
々
人
は
、
異
世
界
を
知
っ
た
驚
き
と
い

う
表
面
的
な
感
想
を
軽
々
と
乗
り
越
え
、

他
の
専
門
を
切
り
、
返

す
刀
で
自
分
を
も
切
る
。

文
理
の
壁
、

の
だ
。

今
と
昔

「
学
問
と
の
再
契
約
」
と
い
う
課
題
自
体
は
、
宮
野
が
『
ア
ス
テ

イ
オ
ン
』
九
五
号
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
以
前
か
ら
注
目
さ
れ

(1
)
 

様
々
な
レ
ベ
ル
で
取
り
組
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
問
題

は
解
決
さ
れ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
よ
り
深
刻
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
最
初
の
訪
問
先
で
あ
っ
た
甲
南
大
学
理
工
学
部
の
後

藤
彩
子
准
教
授
の
研
究
室
で
の
経
験
は
、
色
々
な
意
味
で
印
象
深

＊
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け
で
あ
る
。

い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
自
然
科
学
と
人
文
社
会
科

学
の
再
契
約
は
い
か
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
か
を
改
め
て
痛
感
さ

せ
ら
れ
た
。

後
藤
が
生
物
学
者
と
し
て
長
年
に
わ
た
っ
て
ア
リ
に
つ
い
て
研

究
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、
ア
リ
の
ラ
ボ
を
見
学
す
る
こ
と
を

楽
し
み
に
し
な
が
ら
も
な
ぜ
か
妙
な
感
じ
も
し
た
。
そ
れ
は
、
自

分
と
同
じ
よ
う
に
あ
る
生
命
体
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
さ
か
「
ア
リ
」

が
研
究
対
象
に
な
り
う
る
と
は
思

っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
今
同
の
拠
点
訪
問
の
際
、
ま
ず
後
藤
か
ら
研
究
内
容
の
紹
介

を
う
け
た
が
、
高
校
時
代
か
ら
ず
っ
と
、
い
わ
ゆ
る
文
系
を
勉
強

し
て
き
た
私
に
と
っ
て
、
そ
の
内
容
は
理
解
す
る
の
が
精

一
杯
で

あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
後
藤
の
最
先
端
の
研
究
内
容
は
誰
で
も
容

易
に
理
解
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
自

分
が
な
ぜ

こ
れ
ま
で
「
文
系
」
と
い
う
閉
鎖
さ
れ
た
狭
い
分
野
の

中
で
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
に
つ
い
て
も
考
え
さ

せ
ら
れ
た
。
そ
の
時
、
改
め
て
文
理
の
壁
の
存
在
を
痛
感
し
た
わ

先
行
研
究
で
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
文
理
の
壁
」
の
起
源

は
決
し
て
古
く
な
く
、
せ
い
ぜ
い

一
九
世
紀
に
ま
で
し
か
遡
れ
な

い
。
少
な
く
と
も
自
分
が
研
究
上
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
明
治
期

の
知
識
人
の
多
く
は
、
我
々
の
よ
う
に
文
理
の
壁
に
ぶ
つ
か
る
必

要
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
明
治

・
大
正
期
を
代
表
す
る
小
説

家
の
夏
目
漱
石
(
-
八
六
七

ー
一
九

一
六
）
と
博
物
学
者
で
あ
っ

た
南
方
熊
楠
(
-
八
六
七
ー

一
九
四

一
）
の
事
例
を
提
示
し
、
細

分
化
さ
れ
る
前
の
日
本
の
学
問
の
方
法
論
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

こ
の
二
人
は
、
何
れ
も
江
戸
末
期
の
伝
統
的
な
教
育
と
明
治
期
の

近
代
的
な
教
育
の
両
方
の
素
養
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
西
洋
の
学
問

に
も
通
じ
て
い
た
。
漱
石
は
、
自
身
が
専
門
と
し
た
文
学
と
い
う

学
問
へ
の
ア
。
フ
ロ

ー
チ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
切
の
文
学
書
を
行
李
の
底

に
収
め
た
り
。
文
学
書
を
読
ん
で
文
学
の
如
何
な
る
も
の
な
る

か
を
知
ら
ん
と
す
る
は
血
を
以
て
血
を
洗
ふ
が
如
き
手
段
た

る
を
信
じ
た
れ
ば
な
り
。
余
は
心
理
的
に
文
学
は
如
何
な
る
必

要
あ
っ
て
、
こ
の
世
に
生
れ
、
発
達
し
、
類
廃
す
る
か
を
極
め

ん
と
誓
へ
り
。
余
は
社
会
的
に
文
学
は
如
何
な
る
必
要
あ
っ

(2) 

て
、
存
在
し
、
興
隆
し
、
衰
滅
す
る
か
を
究
め
ん
と
誓
へ
り
。

余
は
下
宿
に
立
て
籠
り
た
り
。
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引
用
文
の
通
り
、
漱
石
は
「
文
学
と
は
何
か
？
」
を
解
明
す
る

た
め
に
は
、
文
学
書
を
読
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ま
ず
、
文
学

が
生
成
さ
れ
る
背
景
に
あ
る
心
理
的
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
必
要

性
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
文
学
書
を
通
し
て
文
学
を
理
解
す
る
こ
と
は
「
血
を
以
て
血

を
洗
ふ
」
こ
と
と
等
し
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
。
だ
か
ら
彼
は
、

人
間
の
美
的
意
識
を
扱
う
文
学
の
理
解
に
は
、
人
間
の
心
を
扱
う

学
問
で
あ
る
心
理
学
や
、
人
間
の
社
会
的
な
行
動
を
解
明
す
る
社

会
学
的
な
側
面
か
ら
も
攻
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
の

で
あ
る
。

実
際
、
漱
石
は
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
に
眼
前
に
し
た
西
洋
近
代
化

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
学
間
の
細
分
化
を
克
服
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
そ
の
試
み
が
、
一
九

0
七
年
に
出
版
さ
れ
た
彼
の
『
文
学
論
』

で
あ
っ
た
。
そ
の
題
目
か
ら
あ
た
か
も
「
文
学
」
を
論
じ
た
著
書

で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
自
然
科
学
や
文
系
と

い
っ
た
垣
根
を
超
越
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
漱
石
の
弟
子
で

あ
っ
た
寺
田
寅
彦
（
一
八
七
八
ー

一
九
三
五
）
に
よ
れ
ば
、
後
期

の
漱
石
は
自
然
科
学
の
方
法
論
的
な
方
面
に
強
い
関
心
を
持
ち
、

(3
)
 

専
門
的
な
学
術
誌
を
読
ん
で
い
た
。
ま
た
、
長
山
靖
生
に
よ
る
と
、

原
子
論
や
熱
力
学
な
ど
現
在
で
は
自
然
科
学
の
分
野
に
含
ま
れ
る

内
容
が
し
ば
し
ば
漱
石
の
小
説
に
は
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

(4
)
 

る。
他
方
、
博
覧
強
記
で
有
名
な
南
方
熊
楠
は
、
漱
石
と
は
違
っ
て

一
生
を
通
し
て
大
学
や
研
究
所
と
い
っ
た
制
度
的
な
学
問
の
世
界

か
ら
距
離
を
置
き
、
在
野
で
研
究
を
続
け
た
。
し
か
し
、
学
知
の

方
法
の
点
に
お
い
て
は
漱
石
と
の
少
な
か
ら
ぬ
類
似
が
あ
っ
た
。

熊
楠
は
自
ら
の
学
問
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

小
生
何
―
つ
く
わ
し
き
こ
と
な
け
れ
ど
、
い
ろ
い
ろ
か
じ
り

か
き
た
る
ゆ
え
、
間
に
合
う
こ
と
は
専
門
家
よ
り
多
き
場
合
な

き
に
あ
ら
ず
。
一
生
官
途
に
も
つ
か
ず
、
会
社
役
所
へ
も
出
勤

せ
ず
、
昼
夜
学
問
ば
か
り
し
た
ゆ
え
、
専
門
家
よ
り
も
専
門
の

こ
と
を
多
く
知
っ
た
こ
と
も
な
き
に
あ
ら
ず
。

上
記
の
通
り
、
熊
楠
は
制
度
化
さ
れ
た
学
問
に
縛
ら
れ
ず
、
複

数
の
言
語
能
力
を
持
ち
、

自
由
に
多
分
野
を
行
き
来
し
な
が
ら
、

「
専
門
家
」
よ
り
も
よ
り
専
門
的
な
研
究
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

学
知
に
対
し
て
広
い
ア
。
フ

ロ
ー
チ
を
持

っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
海
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外
の
科
学
誌
で
あ
る

『
ネ
イ
チ
ャ
ー
』
や

『
N
&
Q』
を
は
じ
め
、

国
内
の
民
俗
学
、
文
学
、
生
物
学
、
宗
教
学
な
ど
様
々
な
分
野
の

学
術
誌
に
研
究
成
果
を
発
表
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
熊

楠
が
書
い
た
数
多
く
の
論
考
の
中
か
ら

一
例
だ
け
挙
げ
て
お
き
た

)

。
し

熊
楠
は
十
二
支
の
動
物
に
つ
い
て
書
い
た
長
編
の
論
文
を
雑
誌

『太
陽
』
に
三
七
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
し
て
お
り
、
そ
の

一
っ
に
「
虎

に
関
す
る
史
話
と
伝
説
民
俗
」
(
-
九

一
四
）
が
あ
る
。
熊
楠
が
こ

の
論
文
で
「
虎
」
の
名
義
を
論
じ
る
た
め
だ
け
に
取
り
上
げ
た
参

考
文
献
を
見
れ
ば
、
彼
の
学
問
の
方
法
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
そ

れ
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
博
物
学
者
プ
リ
ニ
ウ
ス
著
『
博
物
誌
』
を

は
じ
め
と
し
、

一
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
作
家
ト
ー
マ
ス
・
ブ

ラ
ウ
ン
著『。
フ
セ
ウ
ド
ド
キ
シ
ア
・
エ
ピ
デ
ミ
カ
』
を
経
て
、
明

治
初
期
の
科
学
誌
『
学
芸
志
林
』
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
農
民
生
活

を
論
じ
た
ロ
イ
ド
著
『
瑞
典
小
農
生
活
』
(
-
八
七

0
)、
ス
リ
ラ

セ
イ
ロ
ン

ン
カ
の
民
族
信
仰
を
論
じ
た
リ
ウ
ィ
ス
著
『
錫
蘭
俗
伝
』
、
鈴
木

牧
之
の
越
後
魚
沼
の
雪
国
の
生
活
を
描
い
た

『北
越
雪
譜
』
(
-
八

三
七
）
、
江
戸
後
期
の
随
筆
『
世
事
百
談
』
、
平
安
中
期
に
成
立
し

た
和
歌
集
『古
今
和
歌
六
帖
』
、
同
じ
く
平
安
期
の
小
説
『
源
氏
物

語
』
、
中
国
四
大
奇
書
と
も
言
わ
れ
る
『
西
遊
記
』
（

一
六
世
紀
成
立
）

で
あ
る
。
博
物
学
、
科
学
、
民
俗
学
、
文
学
、
和
歌
、
小
説
な
ど

の
多
分
野
か
ら
な
る
世
界
中
の
文
献
で
あ
り
、
今
の
学
問
世
界
で

は
想
像
す
ら
で
き
な
い
総
合
的
な
方
法
論
で
あ
っ
た
。
熊
楠
が
体

現
し
た
よ
う
な
こ
う
し
た
広
く
て
非
直
線
的
か
つ
非
中
心
主
義
な

学
知
の
世
界
を
、
後
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
リ
ゾ
ー
ム
的
な

(
6
)
 

学
問
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ニ
―
世
紀
の
我
々
の

言
う
「
分
野
横
断
的
な
学
知
へ
の
ア
。フ
ロ
ー
チ
」
は
、

二
0
世
紀

を
生
き
た
夏
日
漱
石
や
南
方
熊
楠
が
既
に
体
現
し
て
み
せ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

明
治
・
大
正
期
の
日
本
の
知
識
人
は
、
な
ぜ
漱
石
や
熊
楠
の
よ

う
に
分
野
横
断
的
な
学
問
の
探
求
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
興
味

深
い
問
題
だ
が
、
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
た
め
簡
潔
に
ま
と
め
て
み

よ
う
。
そ
れ
は
近
代
化
以
前
の
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
学
問
的

方
法
の
影
響
で
あ
っ
た
。
河
野
貴
美
子
と
ウ
ィ
ー
ブ
ケ
・
デ
ネ
ケ

が
述
べ
た
通
り
、
前
近
代
の
日
本
の
学
問
の
手
本
を
な
し
た
中
国

に
お
け
る
「
文
」
と
は
「
現
代
に
お
け
る
『
人
文
学
』
や
『
文
学
』
と

(
7
)
 

イ
コ
ー
ル
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
。
例
え
ば
、
古
代
中
国
の
書

物
で
あ
る
『
易
経
』
に
お
け
る
「
文
」
の
概
念
は
「
天
文
」
と
「
人
文
」
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に
大
別
さ
れ
て
お
り
、
「
天
文
」
と
は
「
天
」
の
「
文
」
、
「
人
文
」
と

は
「
人
」
の
「
文
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
人
文
」
と

は
「
天
文
」
（
自
然
現
象
）
に
対
し
て
人
間
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ

る
現
象
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
今
で
言
う
「
自
然
科
学
」

も
「
人
文
社
会
科
学
」
も
当
然
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
漱
石
や
熊

楠
に
は
こ
の
よ
う
な
日
本
の
伝
統
的
な
学
間
の
素
養
が
あ
っ
た
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、
彼
ら
が
自
由
に
多
分
野
を
行
き
来
で
き
た
こ

と
は
特
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
明
治
時
代
に
西
欧
か
ら
い

わ
ゆ
る
近
代
的
な
学
問
方
法
が
輸
入
さ
れ
、
我
々
は
い
つ
の
間
に

か
狭
い
分
野
の
「
専
門
家
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
高

度
な
専
門
性
を
持
つ
人
材
を
最
も
必
要
と
す
る
の
は
、
教
育
や
学

問
の
世
界
で
は
な
く
、
実
用
的
な
経
済
の
制
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

文
理
の
壁
の
背
景
に
は
、
資
本
に
還
元
さ
れ
や
す
い
教
育
政
策

や
功
利
主
義
へ
の
過
剰
な
傾
倒
、
さ
ら
に
は
成
績
至
上
主
義
な
ど

の
要
因
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
人
文
社
会
科
学
も
こ
う
し
た
分
断
を

さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
飛
躍
的
な
発

展
を
み
せ
た
実
用
性
の
あ
る
学
問
と
し
て
の

一
九
世
紀
の
自
然
科

学
に
圧
倒
さ
れ
る
な
か
で
、
人
文
系
も
ま
た
社
会
に
お
け
る
「
必

要
性
」
を
弁
護
す
る
た
め
に
、
自
然
科
学
と
同
じ
よ
う
に
む
や
み

に
自
ら
の
実
用
性
を
主
張
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
経
済
学

や
社
会
学
は
そ
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
解
決
策
は
は
っ
き

り
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
近
年
に
お
け
る
文
理
の
壁
を
超
え
よ

う
と
す
る
試
み
を
見
て
み
る
と
、
絶
望
す
る
必
要
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
例
え
ば
、
昨
年
刊
行
さ
れ
た
T
h
e
Values in 
N
u
m
b
e
r
s
:
 

R
e
a
d
i
n
g
 Japanese Literature m
 a
 Global Information A
g
e
 (
『
数
字
の

価
値
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
情
報
化
時
代
に
日
本
文
学
を
読
む
』
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
大
学
出
版
、

―
1
0
ニ―

年
刊
）
で
は
、
著
者
の
ホ
イ
ッ
ト
・

ロ
ン
グ
は
、
非
ラ
テ
ン
語
系
の
言
語
で
あ
る
明
治
末
期
・
大
正
期

の
日
本
語
の
テ
キ
ス
ト
の
テ
キ
ス
ト
・
マ
イ
ニ
ン
グ
や
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
分
析
を
通
し
て
、
科
学
史
、
歴
史
教
科
書
、
人
種
差
別
、
世

界
文
学
な
ど
の
視
点
か
ら
日
本
文
学
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
同
じ
く
、
近
年
ま
で
「
科
学
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
「
和
漢
薬
」
や
「
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
」
と
西
洋
医
薬
の
併
用

の
普
及
も
、
あ
る
意
味
で
は
分
野
横
断
的
な
学
問
の
実
践
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
現
在
話
題
に
な
っ
て
い
る
環
境
問
題
で
は
、
自

然
科
学
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
社
会

・
文
化
的
な
行
動
も
環
境
破

壊
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
環
境
問
題
の
解
決
に
は
人

201 I解く理系に問う文系



文
社
会
科
学
的
な
視
点
は
欠
か
せ
な
い
。
学
問
の
再
契
約
に
必
要

と
さ
れ
る
の
は
、
研
究
者
自
身
の
広
い
視
野
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
は
研
究
者
の
主
体
性
の
再
形
成
が
求
め
ら
れ
る
。

最
後
に
、
後
藤
の
ラ
ボ
に
戻
ろ
う
。
ア
リ
の
ラ
ボ
を
訪
問
し
、

人
文
社
会
科
学
の
研
究
者
の

一
人
と
し
て
、
私
は
今
回
の
経
験
を

ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
べ
き
な
の
か
を
色
々
考
え
さ
せ
ら
れ

た
。
現
代
人
を
特
徴
づ
け
る
の
は
何
よ
り
も
「
個
人
」
と
し
て
の

人
間
で
あ
り
、
現
在
、
人
類
が
直
面
し
て
い
る
問
題
の
多
く
は
、

こ
う
し
た
功
利
的
な
個
人
主
義
と
極
端
な
自
己
追
求
と
関
わ
っ
て

い
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
が
「
個
人
」
と
し
て
の
人
間
に
は
計

り
知
れ
な
い
無
限
の
能
力
が
あ
る
と
い
う
神
話
で
あ
る
。
他
方
、

ア
リ
の
特
徴
は
や
は
り
そ
の
「
集
団
性
」
に
あ
る
。
先
行
研
究
に

よ
る
と
、
ア
リ
に
は
高
度
な
集
団
的
知
能
や
群
衆
の
知
恵
が
あ
り
、

そ
れ
は
個
人
と
し
て
の
人
間
の
能
力
を
は
る
か
に
上
回
る
と
い

-
8
)
 

う
。
も
し
か
す
る
と
、

「学
問
と
の
再
契
約
」
の
成
功
の
カ
ギ
は
ア

リ
の
集
団
性
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
分
野
を
問
わ
ず
に
研
究

者
が
協
力
し
合
え
ば
、
人
類
が
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
に
よ
り
良

く
対
応
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(。フ
ラ
ダ
ン
・
ゴ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ
ン

・

研
究
動
機
と
学
際
と

「
学
問
と
の
再
契
約
」
に
あ
た
っ
て
、
特
定
の
学
問
や
研
究
テ
ー

マ
に
は
じ
め
て
興
味
を
も
っ
た
瞬
間
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
た
。
専
門
が
入
り
口
で
あ
る
な
ら
、
目
の
前
に
は
無

数
の
入
り
口
が
並
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
、
大
抵
の
人
は
、
そ
の

う
ち
の

一
っ
を
な
ん
ら
か
の
動
機
を
も
っ
て
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。

動
機
は
、
解
明
し
た
い
テ
ー
マ
が
あ
る
か
ら
で
も
よ
い
し
、
あ
る

学
問
が
好
き
だ
か
ら
で
も
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
専
門
の
門
を

選
ぶ
前
段
階
、
門
を
く
ぐ
る
そ
の
瞬
間
に
、
「
理
系
／
文
系
」
を
問

わ
な
い
、
研
究
者
に
共
通
す
る
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
よ
う
に
考
え
た
た
め
、
今
回
の
企
画
に
参
加
し
た
一二
名
の
「
理

系
」
研
究
者
に
聞
き
取
り
を
し
た
際
に
は
、
そ
も
そ
も
の
研
究
動

機
に
つ
い
て
、
特
に
詳
細
な
質
問
を
行
っ
た
。

立
命
館
大
学
理
工
学
部
の
安
藤
妙
子
教
授
は
、
微
小
な
単
結
晶

シ
リ
コ
ン
材
料
に
お
け
る
破
壊
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
と
い
う
研
究

＊
 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
）
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テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
者
で
あ
っ
た
。
三
名
の
研
究
者

の
な
か
で
、
自
分
と

一
番
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
分
野

だ
っ
た
。
な
ぜ
そ
の
研
究
に
た
ど
り
着
い
た
の
か
、
想
像
す
る
こ

と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
研
究
動
機
は
、
「
学

問
と
の
再
契
約
」
を
考
え
る
う
え
で
勇
要
な
手
が
か
り
に
な
る
よ

う
に
思
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
答
え
は
単
純
明
快
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、

「研
究
室
で
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
だ
っ
た
か
ら
」
と
い
う

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
好
き
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で

は
な
ぜ
「理
系
」
を
選
ん
だ
の
か
と
問
う
た
際
も
、
「
理
系
」
か
ら
「
文

系
」
へ
の
移
動
は
で
き
そ
う
だ
か
ら
「
理
系
」
に
行
っ
た
と
の
回
答

し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
子
ど
も
の
頃
の
話
も
聞
い
て
は
み
た
が
、

現
在
の
研
究
と
つ
な
が
り
そ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ほ
と
ん
ど
出
て

こ
な
か
っ
た
。

人
文
社
会
科
学
系
の
研
究
者
で
も
共
同
研
究
を
す
る
こ
と
は
あ

る
が
、
研
究
室
単
位
で
研
究
を
捉
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
教

員
と
指
導
学
生
が
別
の
テ
ー
マ
で
研
究
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ

と
も
ざ
ら
に
あ
る
。
自
身
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
も
、
た
し
か
に

研
究
テ
ー
マ
に
つ
い
て
指
導
教
員
に
相
談
し
、
ア
ド
バ
イ
ス
は
も

ら
っ

た
が
、
根
本
に
あ
る
テ
ー
マ
は
自
分
が
生
き
て
き
た
な
か
か

ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
解
明
し
た
い
テ
ー
マ
が
あ
っ
て
、
そ

こ
か
ら
学
問
を
選
ぶ
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
特
定
の
学
問
が
好

き
だ
と
い
う
理
由
か
ら
、
他
で
も
な
い
そ
の
学
問
を
選
ぶ
。
そ
の

よ
う
な
前
提
が
あ
っ
た
た
め
、
研
究
動
機
の
解
明
が
重
要
で
あ
る

と
考
え
た
わ
け
だ
が
、
安
藤
の
場
合
、
学
問
を
選
ん
だ
あ
と
に
研

究
テ
ー
マ
が
決
ま
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
学
問
を
選
ん
だ
理
由

も
あ
ま
り
積
極
的
な
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
の
前

提
部
分
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
安
藤
に
特
有
の
こ

と
と
い
う
よ
り
、

ヽ

よ
A

つ
に

も
い
る
た
め
、

い
わ
ゆ
る
「
理
系
」
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
今
回
の
企
画
に
参
加
し
た
後
藤
彩
子
の

ア
リ
が
大
好
き
で
研
究
を
し
て
い
る
「
理
系
」
研
究
者

一
概
に
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
研
究
機

材
の
関
係
か
ら
テ
ー
マ
を
変
更
し
た
り
、
選
ん
だ
り
し
た
り
す
る

の
が
難
し
い
と
い
う
話
も
伝
え
聞
く
。

だ
が
、
こ
こ
で

―
つ
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
「
研
究
室
で
与

え
ら
れ
た
テ
ー
マ
」
で
研
究
す
る
「
理
系
」
研
究
者
に
と
っ
て
、
「
学

問
と
の
再
契
約
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
学
者

で
あ
る
見
田
宗
介
は
、
そ
も
そ
も
社
会
学
は
〈
越
境
す
る
知
〉
と

呼
ば
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
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の
人
類
に
と
っ
て
、
切
実
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
を
ど
こ
ま

、
、
、
、
、
、
、

で
も
追
求
し
よ
う
と
す
る
人
間
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ず
境
界
を

突
破
す
る
の
で
す
。
（
見
田
二

0
0六
七
ー
八
）

社
会
学
と
い
う
学
問
に
つ
い
て
語
る
文
脈
の
上
で
の
話
で
あ
る

こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
学
際
」
や
「
文
理

融
合
」
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
「
学
際
」

的
で
あ
る
こ
と
が
里
要
な
の
で
は
な
い
。
問
い
に
対
し
て
誠
実
で

ほ
ん
と
う
に
大
切
な
問
題
、
自
分
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
現
在

で
す
。
あ
る
い
は
現
在
の
人
類
に
と
っ
て
、
切
実
に
ア
ク
チ
ュ

、
、
、
、
、
、
、

ア
ル
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
、
手
放
す
こ
と
な
く

追
求
し
つ
づ
け
る
、
と
い
う
覚
悟
の
結
果
な
の
で
す
。
（
中
略
）

と
い
う
態
度
の
結
果
な
の

け
れ
ど
も
重
要
な
こ
と
は
、
「
領
域
横
断
的
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
「
越
境
す
る
知
」
と
い
う
こ
と
は
結
果

、、

で
あ
っ
て
、
目
的
と
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
の
結
果

、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る
か
と
い
う
と
、
自
分
に
と
っ
て
ほ
ん
と
う
に
大
切
な
問

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

題
に
、
ど
こ
ま
で
も
誠
実
で
あ
る
、

゜
る

、t̀し

あ
り
、

そ
れ
を
追
求
し
て
い
く
過
程
で
、
仕
方
な
く
別
の
専
門
領

域
に
足
を
伸
ば
し
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
私
自
身
の
こ
と

を
少
し
話
せ
ば
、
私
は
「
ど
う
し
て
人
間
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い

と
す
る
一
方
で
、
人
間
を
殺
し
て
も
よ
い
と
す
る
よ
う
な
社
会
や

制
度
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
こ
か
ら
日

本
の
死
刑
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
日
本
に
死
刑
が
な
ぜ
あ

る
の
か
、
な
ぜ
い
ま
の
よ
う
な
死
刑
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
か
を

知
る
た
め
に
は
、
法
学
だ
け
で
な
く
、
歴
史
学
の
力
が
必
須
と
な

る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
哲
学
や
思
想
を
研

究
す
る
必
要
も
あ
る
し
、
社
会
的
文
脈
を
お
さ
え
る
必
要
も
あ
る
。

問
い
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
必
然
的
に
複
数
の
門
を
く
ぐ
ら

ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
あ
る
い
は
、
く
ぐ
り
た
く
な
る
と
い
っ
た

方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
見
田
が
い
う
よ
う
に
、
あ
る
研
究
者
が
専
門

領
域
を
飛
び
越
え
よ
う
と
す
る
時
と
い
う
の
は
、
必
要
に
迫
ら
れ

て
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
問
い
を
解
明
す
る
た
め
に

は
手
段
を
選
ば
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
問
い
に
向
か
っ
て
突
進
し
て

い
っ
た
結
果
、
い
つ
の
間
に
か
領
域
を
踏
み
超
え
て
し
ま
っ
て
い

る
。
そ
も
そ
も
多
く
の
市
民
た
ち
は
、
生
活
し
て
い
く
な
か
で
、
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必
要
に
迫
ら
れ
て
、
意
識
的
に
／
無
意
識
的
に
軽
や
か
に
知
を
越

境
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
研
究
者
が
考
え
つ
き
も
し
な
い
よ
う

な
、
興
味
深
い
実
践
や
知
恵
が
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
り
す
る
。
既

存
の
学
問
の
枠
の
中
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
問
い
に
向
か

っ
て
い
く
精
神
か
ら
学
問
を
再
考
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
学
問
と

の
再
契
約
」
に
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
「
研
究
室
で
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
」
で
研
究
す
る
「
理
系
」

研
究
者
が
、
「
学
問
と
の
再
契
約
」
を
志
向
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は

一
体
ど
ん
な
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
研
究
室
で
与
え
ら
れ

た
テ
ー
マ
」
で
研
究
す
る
こ
と
が
悪
い
と
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。

そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
「
学
問
と
の
再
契
約
」
を
志
向
す
る
切
実
な

問
い
が
あ
る
か
分
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
た
だ
そ
れ
を
知
り
た
い

と
思
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
問
い
が
な
い

な
ら
、
そ
も
そ
も
「
学
問
と
の
再
契
約
」
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
を

問
い
直
す
必
要
が
出
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
見
田
の
以
下
の

忠
告
は
重
要
で
あ
る
。

「
領
域
横
断
的
」
で
あ
る
こ
と
、
「
越
境
す
る
知
」
で
あ
る
こ
と

を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
目
的
と
し
た
り
誇
示
し
た
り
す
る
こ

っ
た
も
の
と
な
る
の
で
す
。
（
見
田
二

0
0六

す
。
ほ
ん
と
う
に
大
切
な
問
題
を
ど
こ
ま
で
も
追
求
し
て
ゆ
く

中
で
、
気
が
つ
い
た
ら
立
て
札
を
踏
み
破
っ
て
い
た
、
と
い
う

時
に
だ
け
、

そ
れ
は
迫
力
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
真
実
の
こ
も

(10) 

八
ー
九
）

安
藤
に
こ
の
企
画
に
参
加
し
た
理
由
を
尋
ね
て
み
た
。
こ
こ
で

も
、
回
答
は
明
快
で
、
研
究
者
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
と
し
て

興
味
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
自
分
の
研
究
で
は

領
域
横
断
の
必
要
を
感
じ
な
い
が
、
他
分
野
に
は
興
味
を
持
つ
。

「
学
問
と
の
再
契
約
」
と
い
う
と
き
、
こ
の
姿
勢
も
重
要
で
あ
る
。

学
問
が
ど
ん
ど
ん
細
分
化
し
て
き
て
い
る
な
ら
、
細
分
化
し
た
ま

ま
、
異
な
る
も
の
同
士
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
近
年
の
大
学
の
現
場
は
、
な
ん
で
も
融
合
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
い
ろ
い
ろ
な
歪
み
が
生
じ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
融
合
で
は
な
く
、
も
っ
と
互
い
の
距
離
を
あ
け
る
方
向
性

も
、
や
は
り
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

安
藤
の
研
究
室
を
視
察
し
た
際
、
自
分
の
研
究
室
と
は
全
く
違

っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
が
、
研
究
室
単
位
で
研
究
す
る
魅
力
は

と
は
、

つ
ま
ら
な
い
こ
と
、
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
な
の
で
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そ
れ
が

学
問
で
あ
る
な

ら

「
学
問
と
の
再
契
約
」
を
目
指
し
て
文
系
研
究
者
が
理
系
の
研
究

拠
点
を
訪
問
す
る
企
画

・
第
三
弾
の
舞
台
は
、
公
益
財
団
法
人
サ

ン
ト
リ
ー
生
命
科
学
財
団
で
あ
っ
た
。
同
財
団
は
、

一
九
四
六
年

＊
 

伝
わ
っ
て
き
た
し
、
研
究
室
に
所
属
す
る
院
生
た
ち
と
同
じ
テ
ー

マ
で
研
究
す
る
の
も
楽
し
そ
う
だ
と
思
え
た
。「
文
系
」
と
同
じ
よ

う
に
、
指
導
教
員
と
学
生
と
で
は
別
々
の
テ
ー
マ
に
し
た
方
が
よ

い
と
か
、
論
文
は

一
人
で
書
い

た
方
が
よ
い
と
か
、
そ
ん
な
こ
と

は
考
え
も
し
な
か
っ
た
し
、
仮
に
考
え
つ
い
た
と
し
て
も
、
絶
対

に
口
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
も
強
く
思
っ
た
。

「学
問
と
の
再
契
約
」
を
考
え
る
際
に
は
、
問
い
に
向
か
っ
て
い

く
精
神
か
ら
学
問
を
再
考
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
分

野
で
形
成
さ
れ
て
き
た
文
化
と
の
距
離
が
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
も
、

今
回
の
企
画
の
よ
う
な
、

実
際
の
現
場
を
ふ
ま

え
た
う
え
で
の
議
論
を
積
み
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
櫻
井
悟
史
・
滋
賀
県
立
大
学
人
間
文
化
学
部
准
教
授
）

に
「
学
問
や
文
化
を
通
じ
て
世
界
の
平
和
と
繁
栄
に
貢
献
す
る
」

と
い
う
理
念
の
下
、
佐
治
敬
三
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
食
品
化
学

研
究
所
を
前
身
と
し
、
七

0
年
以
上
に
わ
た
っ
て
生
命
有
機
化
学

分
野
の
基
礎
研
究
の
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
。

二
0
一
五
年
に
は
大
阪

・
水
無
瀬
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
け
い
は

ん
な
学
研
都
市
」
に
拠
点
を
移
し
た
。
財
団
が
入
所
す
る
サ
ン
ト

リ
ー
ワ
ー
ル
ド
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
は
、
地
上
四
階
建
て
、
延
床

面
積
二
万
三
OOOrrim
の
巨
大
な
建
造
物
で
あ
る
が
、
「
水

・
緑

・

土
壌
」
を
表
現
す
る
そ
の
外
観
は
、
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
京

阪
奈
丘
陵
と
見
事
に
調
和
し
て
い
る
。
建
物
の
中
は
、
明
る
＜
開

放
的
で
、
誰
も
が
自
由
に
使
え
る
オ
ー
プ
ン
ス
ペ

ー
ス
が
あ
ち
こ

ち
に
設
け
ら
れ
、
本
棚
に
は
研
究
に
直
接
関
係
の
な
さ
そ
う
な
資

料
も
並
ぶ
。
研
究
者
の
「
知
の
交
流
」
を
促
す
た
め
の
エ
夫
が
随

所
に
散
り
ば
め
ら
れ
、
理
系
の
研
究
拠
点
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ

イ
。フ
な
イ
メ
ー
ジ
は
覆
さ
れ
た
。

こ
こ
で
植
物
と
土
壌
微
生
物
と
の
関
わ
り
合
い
の
解
明
に
取
り

組
ん
で
い
る
の
が
村
田
純
主
席
研
究
員
で
あ
る
。
植
物
の
根
を
取

り
囲
む
土
壌
に
は
、
そ
の
植
物
の
生
長
を
促
進

・
阻
害
す
る
土
壌

微
生
物
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
村
田
は
、
土
壌
微
生
物
が
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産
生
す
る
揮
発
性
の
成
分
が
、
植
物
の
生
長
を
阻
害
す
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
解
明
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の

一
方
で
、
生
長
を
阻
害
さ

れ
た
植
物
が
、
周
囲
の
土
壌
に
別
の
物
質
を
分
泌
し
な
が
ら
、
今

度
は
近
く
の
植
物
の
生
長
を
促
進
す
る
、
と
い
う
現
象
も
発
見
し

た
。
訪
問
し
た
実
験
室
で
は
、
異
な
る
条
件
に
分
け
た
シ
ャ
ー
レ

の
上
で
、

実
際
に
土
壌
微
生
物
が
植
物
の
生
長
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
様
子
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

研
究
室
の
見
学
を
終
え
た
後
、
同
じ
く
、
け
い
は
ん
な
学
研
都

市
に
居
を
構
え
る
国
際
高
等
研
究
所
に
場
所
を
移
し
て
、
一
人
の

理
系
研
究
者
と
し
て
の
村
田
の
認
識
構
造
に
迫
っ
た
。
話
を
聞
く

中
で
得
ら
れ
た
気
付
き
は
次
の
三
点
に
整
理
さ
れ
る
。

第

一
は
、
研
究
テ
ー
マ
の
具
体
性
と
応
用
可
能
性
の
高
さ
で
あ

る
。
多
く
の
理
系
の
研
究
と
同
様
に
、
村
田
の
研
究
は
、
そ
の
タ

イ
ト
ル
を
耳
に
し
た
だ
け
で
は
、
門
外
漢
が
内
容
を
イ
メ
ー
ジ
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
実
験
室
を
見
学
し
な
が
ら
、
何
度

も
村
田
に
問
い
か
け
続
け
る
こ
と
で
、
次
第
に
研
究
の
全
体
像
を

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
村
田
に
よ
れ
ば
、
植

物
の
生
長
を
左
右
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
が
進
展
す
れ
ば
、
園

芸
や
作
物
の
生
産
性
向
上
に
応
用
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
い

う
。
筆
者
が
専
門
と
す
る
行
政
学
や
公
共
政
策
学
は
、
文
系
の
な

か
で
も
問
題
発
見
・
解
決
を
志
向
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
が
、

村
田
ら
の
追
求
す
る
実
用
性
は
よ
り
具
体
的
で
あ
り
、
理
系
が
「
役

に
立
つ
」
と
言
わ
れ
る
所
以
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
二
は
、
日
頃
、
特
定
の
対
象
に
つ
い
て
無
意
識
的
に
興
味
・

関
心
を
遮
断
し
て
い
た
自
分
自
身
の
態
度
で
あ
る
。
人
は
皆
、
毎

日
、
何
か
し
ら
の
植
物
を
目
に
し
て
暮
ら
し
て
お
り
、
何
が
植
物

の
生
育
を
左
右
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
、
誰
が
抱
い
て
も
不

思
議
で
は
な
い
。
常
々
、
講
義
や
ゼ
ミ
の
場
に
お
い
て
、
学
生
に

対
し
、

「身
の
回
り
の
不
可
思
議
な
現
象
に
目
を
凝
ら
せ
ば
、
自

ず
と
問
い
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
」
と
話
し
て
い
る
。
し
か
し
、

村
田
の
話
を
聞
く
ま
で
、
植
物
の
生
育
を
左
右
す
る
土
壌
に
つ
い

て、

真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
こ
と
は

一
度
も
な
か
っ
た
こ
と
に

気
付
か
さ
れ
た
。
学
問
の
タ
コ
ツ
ボ
化
に
対
し
て
、
人
並
み
に
危

機
意
識
を
抱
い
て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
私
の
関
心
は
、
無

意
識
的
に
政
治
・
行
政

・
公
共
政
策
に
限
定
さ
れ
、
専
門
外
の
領

域
に
つ
い
て
は
、
疑
問
を
持
と
う
と
す
ら
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
拠
点
訪
問
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
自
分
自
身
の
態
度
が

立
ち
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
衝
撃
的
で
あ
っ
た
。
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第
一二
は
、
本
企
画
の
主
題
で
あ
る
「
学
問
と
の
再
契
約
」
の
難

し
さ
で
あ
る
。
な
ぜ
植
物
と
土
壌
微
生
物
に
つ
い
て
研
究
し
て
い

る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
村
田
の
回
答
は
、
「
ま
だ
解
明

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
」
、
「
技
術
的
な
応
用
を
念
頭
に

お
い
た
問
題
解
決
に
寄
与
で
き
る
か
ら
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
弾
で
訪
問
し
た
後
藤
彩
子
や
第
二
弾
で
訪
問
し
た
安
藤
妙
子

か
ら
も
同
様
の
回
答
が
得
ら
れ
て
い
る
。
本
企
画
に
参
加
す
る
以

前
の
私
も
、
同
じ
よ
う
に
回
答
し
た
は
ず
だ
し
、
こ
れ
以
外
に
回

答
の
し
よ
う
が
な
い
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
企
画
に
お
い
て
、
「
学
問
」
と
は
、
研
究
と
い
う
行

為
そ
の
も
の
に
な
ぜ
取
り
組
む
の
か
、
そ
の
研
究
に
は
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
か
を
、
観
念
的
、
歴
史
的
、
存
在
論
的
に
見
つ

め
る
こ
と
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
（
宮
野

二
0
ニ
―

~

九
0
—

九

(11
)
 

-
)。
す
な
わ
ち
、
本
企
画
に
参
加
し
た
私
た
ち
研
究
者
が
、
日

夜
取
り
組
ん
で
い
る
個
別
具
体
的
な
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン

を
解
明
す
る
「
研
究
」
と
い
う
行
為
と
は
、
明
確
に
異
な
る
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
な
回
答

は
、
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
が
、
論
文
や
グ
ラ
ン
ト
の
申
請
書
に
条

件
反
射
の
よ
う
に
書
き
記
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

研
究
の
本
質
的
な
意
味
を
問
わ
れ
る
と
、
答
え
に
窮
す
る
研
究
者

は
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
研
究
者
と
し
て
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
る
大
学

・

大
学
院
に
お
い
て
、
自
身
の
研
究
と
い
う
行
為
を
観
念
的
、
歴
史

的
、
存
在
論
的
に
見
つ
め
る
機
会
を
持
つ
人
は
ど
の
く
ら
い
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
文
系
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
自
身
の
関
心
に
従
っ
て

調
査

・
分
析
を
重
ね
、
具
体
化
し
た
リ
サ
ー
チ

・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン

に
対
し
て
、
適
切
に
ア
。フ
ロ

ー
チ
す
る
方
法
を
体
得
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
理
系
で
あ
れ
ば
、

当
該
分
野
の
基
礎
知
識
と
高
度

な
分
析
装
置
の
操
作
方
法
を
習
得
し
、
研
究
室
の一

員
と
し
て
、

一
日
で
も
早
く
、
実
験
の
完
遂
に
貢
献
で
き
る
人
材
に
な
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
と
聞
く
。
少
な
く
と
も
筆
者
は
、
眼
前
の
研
究
課

題
に
取
り
組
む
こ
と
で
精

一
杯
で
あ
っ
た
。

や
が
て
本
格
的
に
研
究
者
と
し
て
生
計
を
立
て
た
い
と
考
え
る

よ
う
に
な
る
と
、
「
他
の
人
よ
り
も
良
い
業
績
を
あ
げ
る
こ
と
」
を

意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
学
位
取
得
、
研
究

費
獲
得
、
就
職
活
動
の
全
て
が
有
利
に
な
る
と
耳
に
す
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
う
ち
研
究
に
向
か
う
動
機
は
、
研
究
者
自
身
の
内
面

で
は
な
く
、
他
者
の
評
価
と
い
う
外
部
に
移
っ
て
い
く
。
単
純
化

連載企画 208 



専
門
と
い
う
門
を
く
ぐ
っ
た
道
。
そ
れ
は
普
遍
へ
と
続
く
と
先

＊
 

（三
谷
宗

一
郎
・
甲
南
大
学
法
学
部
准
教
授
）

さ
れ
た
指
標
に
依
拠
す
る
業
績
主
義
に
違
和
感
を
抱
き
な
が
ら

も
、
い
つ
し
か
自
身
も
そ
こ
に

一
定
の
価
値
を
見
出
す
よ
う
に
な

る
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
時
間
を
割
い
て
、
研
究

と
い
う
行
為
を
見
つ
め
直
す
こ
と
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
こ
と
と

な
る
。結

果
と
し
て
、
本
企
画
に
お
い
て
三
回
の
理
系
拠
点
の
訪
間
を

終
え
た
現
在
で
も
、
ど
う
す
れ
ば
学
問
と
再
契
約
で
き
る
の
か
判

然
と
し
な
い
、
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想
で
あ
る
。
た
だ
―
つ
言

え
る
の
は
、
本
企
画
に
参
加
し
た
お
陰
で
（
参
加
し
て
し
ま
っ
た

ば
か
り
に
）
、
今
と
な
っ
て
は
、
な
ぜ
研
究
す
る
の
か
自
問
自
答

を
繰
り
返
え
す
も
、
ど
う
も
腹
落
ち
が
せ
ず
、
気
が
休
ま
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
お

ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、
こ
う
し
た
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
が
学
問
と

の
再
契
約
に
向
け
た
第
一
歩
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い

る
。

〔
付
記
]

に
書
い
た
が
、

そ
う
言
い
切
る
こ
と
に
は
た
め
ら
い
も
あ
る
。

そ

れ
は
ま
だ
名
残
あ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
潮
流
に
お
け
る
普
遍
と
い

う
言
葉
の
取
り
扱
い
と
い
う
意
味
合
い
で
は
な
く
、
一
即
多
、
多

即
一
の
表
現
困
難
性
に
よ
る
。
普
遍
な
ど
と
い
う
収
束
点
に
む
け

た

一
本
道
で
は
断
じ
て
な
く
、
と
き
に
分
岐
し
、
と
き
に
他
の
門

か
ら
の
道
と
交
わ
り
、
上
る
も
の
も
あ
れ
ば
下
る
も
の
も
あ
る
。

結
果
と
し
て
、
普
遍
は
気
づ
か
れ
る
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
を
感
受

し
な
い
限
り
、
自
分
個
人
の
興
味
関
心
が
な
ぜ
肯
定
さ
れ
、
コ
モ

ン
ズ
に
お
い
て
研
究
の
営
み
と
し
て
許
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い

う
問
い
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
、
税
金
投
入
に
伴
う
説
明

責
任
と
い
っ
た
制
度
論
や
課
題
解
決
を
目
指
し
た
公
益
性
の
話
を

持
っ
て
く
る
の
は
容
易
い
。
が
、
そ
れ
は
学
者
の
仕
事
で
は
な
い
。

今
回
の
訪
問
に
あ
た
り
、
研
究
者
個
々
人
の

関
心
、
動
機
を
出
発
点
と
し
て
「
そ
も
そ
も
何

な
の
か
」
を
問
い
続
け
た
軌
跡
の
マ
イ
ン
ド
マ

ッ
プ
を
公
開
し
ま
す
（
オ
ン
ラ
イ
ン
ホ
ワ
イ
ト

ボ
ー
ド

Miroに
て
作
製
）
。
ま
た
後
日
、
よ
り
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レ
ポ
ー
ト
的
な
写
真
た
っ
ぷ
り
の
訪
問
記
を
W
E
B
ア
ス
テ
イ
オ

ン
に
て
公
開
予
定
。

[注
]

(

l

)

宮
野
公
樹

「連
載
企
画
「
超
え
る
の
で
は
な
く
辿
る
、

二
つ
の
文
化
」

ー

学

問
と
の
再
契
約
」
『
ア
ス
テ
イ
オ
ン
』
九
五
号
、

二
0
ニ―

年、

ニ
ニ
四
ー

ニ
――10頁
。

(
2
)
夏
目
漱
石
『
文
学
論
上
』
（
全
二
冊
）
岩
波
書
店
、
二

0
一
六
年
、

二

0
頁
。

(
3
)
寺
田
寅
彦
「
夏
目
漱
石
先
生
の
追
憶
」
（
小
宮
豊
隆
編
『
寺
田
寅
彦
随

筆
集
』
第
三
巻
）
岩
波
書
店
、
一

九
九
七
年
、

二
九
0
頁。

(
4
)
長
山
靖
生

『鴎
外
の
オ
カ
ル
ト
、
漱
石
の
科
学
』
新
潮
社
、
一
九
九

九
年
。

(
5
)
南
方
熊
楠
「
履
歴
書
」
1
1
矢
吹
義
夫
宛
書
簡
(
-
九
二
五
年

一
月
三
一

日
）
（
『南
方
熊
楠
全
集
』
第
七
巻
、
平
凡
社
、

一
九
七

一
年
、
六

一

ー
六
二
頁）。

(
6
)
ジ
ル

・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス

・
ガ
タ
リ

『
千
の
。
フ
ラ
ト
ー

ー
資
本
主
義
と
分
裂
症
』
宇
野
邦
一
ほ
か
訳
、
河
出
書
房
新
社
、

一

九
九
四
年
。

(
7
)
河
野
資
美
子
、

W
i
e
b
k
e
D
e
n
e
c
k
e
編
『
日
本
「
文
」
学
史
ー
第

一
冊

「
文
」
の
環
境
』
勉
誠
出
版
、
二

0
一
五
年
、
一

ー
六
頁
。

(
8
)
西
森
拓
「
人
は
ア
リ
に
学
ぶ
と
、
理
想
的
な
社
会
を
つ
く
れ
る

nこ

h
ヰ
ps:
ミ
w
w
w
.
m
e
i
j
i
.n
e
t
/i
t_
s
c
i
e
n
c
e
/
v
o
l
3
 l
 3
 _
 h

i
r
a
k
u
,
n
i
s
h
i
m
o
ri 

（二
0
二
ニ
年
七
月

一
0
日
確
認
）

(
9
)
(
10
)
見
田
宗
介
『
社
会
学
入
門

l

人
間
と
社
会
の
未
来
』
岩
波
新

書
、
二

0
0六
年
。

(11)
宮
野
公
樹
『
問
い
の
立
て
方
』
筑
摩
書
房
、

二
0
ニ―

年
。

連載企画 210 



安藤妙 子（立命館大学理工学部機械工学科教授）

Taeko Ando 

名古屋大学工学部航空学科卒業。同大学院工学研究科マイクロシステム工学専攻博士前期課程、博士

後期課程修了。博士（工学）。日本学術振興会特別研究員、名古屋大学大学院工学研究科講師、立命館

大学理工学部准教授などを経て、 2021年より現職。マイクロマシンやMEMS(Micro Electro 

Mechanical Systems)を開発する上で必要な、材料評価や製作方法の開発などの基盤研究を行う。

後 藤彩子（甲南大学理工学部生物学科准教授）

Ayako Gotoh 

東京都立大学理学部生物学科卒業。東京大学理学系研究科生物科学専攻修了。愛媛大学大学院連合農

学研究科博土課程修了。博士（農学）。自然科学研究機構基礎生物学研究所特別協力研究員、同生理学

研究所専門研究職員、日本学術振興会特別研究員（琉球大学）、甲南大学講師を経て、 2019年から現職。

アリの生態を探る研究をしている。サントリー生命科学財団「サントリーSunRiSE」採択者。

櫻 井 悟史 （滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科准教授）

Satoshi Sakurai 

1982年生まれ。立命館大学文学部卒業。同大学院先端総合学術研究科一貫制博士課程修了。立命館大

学衣笠総合研究機構専門研究員、サントリ ー文化財団鳥井フェ ローを経て、現職。専門は、犯罪社会学、

文化社会学、歴史社会学。主な研究テーマは、日本の死刑とキャバレー。単著に『死刑執行人の日本史

― 歴史社会学からの接近』（青弓社）がある。

プラダン・ゴウランガ ― ・チャフ../（国際日本文化研究センタープロジェク ト研究員）

Gouranga Charan Pradhan 

1978年インド生まれ。 2013年インド ・デリ ー大学東アジア研究科修士課程修了。 2019年総合研究大

学院大学国際日本文化研究専攻博士課程修了。博士 （学術）。 2017-2018年サン トリ ー文化財団サン

トリーフェロー。専門は日本文学・比較文学・日本研究で、日本の古典文学の国際的な流通と受容を

はじめ、翻訳論 •世界文学論に関する研究を行う。近刊に 『世界文学としての方丈記』（法蔵館、 2022 年）

がある。

ニ：ク心
ー ロホ一 郎 （甲南大学法学部准教授）

Soichiro Mitani 

1989年生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策 ・メディア研究科後期博士課程単位取

得退学。博士 （政策・メディア）。サント リー文化財団烏井フェ ロー、医療経済研究機構研究員などを

経て、2021年から現職。専門は行政学、政策過程論。主な著作に 「医療保険政策をめぐるアイディアの

継承と変容」r年報政治学』2016(2)、「時限法の実証分析」 『年報政治学」2020(1)などがある。

村田純 （サン トリー生命科学財団生物有機科学研究所主席研究員）

Jun Murata 

1996年京都大学農学部卒業、 2002年奈良先端大バイオサイエンス研究科博士後期課程修了。 NEDO

フェ ロー、カナダBrock大学博士研究員、奈良県中小企業支援センター博士研究員を経て、現職。専門

は植物生化学、植物特化代謝、根圏環境生物学。植物の低分子化合物がどのような生理機能を持ち、ど

う作られているかを明らかにしていきたい。

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）

Naoki Miyano 

1973年生まれ。立命館大学理工学部卒業。同大学院博士後期課程修了。カナダMcMaste「大学、立命

館大学、九州大学を経て、現職。専門は大学論、学問論、科学技術政策。京都大学総長学事補佐、文

部科学省学術調査官の業務経験ももつ。研究・イノベーション学会理事。一般社団法人STEAM

Association代表理事。近著に『問いの立て方』（ちくま新書）がある。
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