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＜
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ク
著
　
『
高
島
』

　
過
去
一
世
紀
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
3
ソ
の
急
速
な
襲
展
に
よ
つ
て
、

世
界
は
著
し
く
狭
く
な
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
國
民
を
理
解
す
る
適
切
な

方
法
は
、
そ
れ
ら
に
立
遅
れ
て
護
達
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
つ
た
。
し
か
し
二
度

に
わ
た
る
世
界
大
験
の
深
刻
な
輕
験
に
よ
つ
て
、
こ
の
種
の
組
織
的
な
研
究
方

法
の
必
要
性
が
改
め
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代
的
要
請
に
從
つ
て
行
わ
れ
た
米
國
に
お
け
る
日

本
研
究
の
成
果
の
一
つ
と
見
倣
さ
れ
る
。
著
者
ノ
ー
ベ
ッ
ク
は
、
験
後
ミ
シ
ガ

ソ
大
學
の
日
本
研
究
所
（
O
o
暮
9
閂
9
鼠
冨
冒
9
Φ
ω
さ
α
一
窪
）
が
岡
山
市

に
設
置
し
た
現
地
分
室
に
勤
務
し
た
こ
と
の
あ
る
人
類
學
者
で
あ
り
、
、
日
本
研

究
所
が
企
畳
し
た
「
日
本
肚
會
の
全
機
構
の
解
明
を
目
指
す
日
本
地
域
の
縫
績

的
な
調
査
計
書
」
の
崎
コ
マ
を
澹
當
し
た
研
究
員
の
一
人
で
あ
る
。
從
つ
て
、

本
書
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
一
感
、
日
本
研
究
所
の
組
織
、
企
書
、
調
査
方

法
な
ど
を
知
つ
て
置
く
こ
と
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。

二

五
六
　
　
　
（
一
〇
三
六
）

　
｝
九
四
七
年
ミ
シ
ガ
ン
大
學
に
設
置
さ
れ
た
日
本
研
究
所
は
、
日
本
地
域
に

關
す
る
專
門
家
の
養
成
と
各
專
門
家
に
よ
る
組
織
的
協
同
硯
究
の
贅
施
を
目
的

と
し
、
と
く
に
「
日
本
の
固
有
文
化
に
輿
え
た
西
洋
文
化
の
衝
撃
の
結
果
」
の

探
求
を
一
般
課
題
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
諸
項
目
か
ら
な
る
現
地
調
査
に
從
事

し
た
。
す
な
わ
ち
、
個
人
と
國
家
、
個
人
と
個
入
、
個
入
と
家
族
、
家
族
と
地

域
赴
會
、
入
聞
と
土
地
、
人
間
と
傳
統
的
な
宗
教
、
道
徳
、
倫
理
的
贋
値
な
ど

の
諸
關
係
に
そ
の
衝
撃
は
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
、
或
は
、
撤

育
、
飲
食
、
健
康
、
衛
生
、
生
計
の
問
題
お
よ
び
個
人
の
経
濟
的
保
障
の
問
題

な
ど
に
如
何
な
る
攣
化
が
起
つ
た
か
、
と
い
つ
た
黙
に
つ
い
て
現
地
調
査
を
狩

つ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
硯
究
計
書
の
中
福
部
を
な
す
現
地
分
室
は
、
「
日
本
文
明
の
揺
藍

の
地
日
本
歴
史
の
完
全
な
野
外
劇
の
演
ぜ
ら
れ
た
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
好
位
置
を

占
め
る
」
岡
山
市
に
設
定
さ
れ
、
ま
ず
、
「
軍
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
」

の
順
序
に
從
つ
て
、
岡
山
近
邊
の
三
つ
の
地
域
肚
會
が
硯
究
封
象
に
取
上
げ
ら

れ
た
。
調
査
の
實
施
に
當
つ
て
は
二
つ
の
調
査
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。
第
一
の

方
法
は
、
比
較
的
軍
純
な
瀬
戸
内
農
村
の
う
ち
か
ら
選
出
さ
れ
た
、
二
十
二
世

樽
、
百
二
十
六
入
の
欝
成
す
る
N
部
落
を
、
地
理
學
、
民
俗
學
、
入
類
學
、
政

治
學
、
纏
濟
學
、
文
學
、
歴
史
學
の
各
專
門
學
者
の
グ
ル
㌧
フ
に
よ
つ
て
、
綜

合
的
に
集
中
調
査
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
各
專
門
學
者
は
、

そ
の
地
域
の
環
境
と
吐
會
機
構
に
つ
い
て
の
廣
く
か
つ
潔
い
綜
合
的
知
識
を
身

に
つ
け
、
日
本
語
に
堪
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
相
互
の
專
門
領
域
を
も
十
分
に

理
解
し
合
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
後
に
N
部
落
に
つ
い
て

の
「
草
の
根
も
分
け
る
」
よ
う
な
綿
密
な
集
中
的
協
同
研
究
が
行
わ
れ
　
こ
と

N
部
落
に
關
す
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
の
調
査
研
究
の
結
果
が
記
録
さ



れ
た
。
そ
れ
ら
の
記
録
は
カ
ー
ド
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
つ
て
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
た
が
、

一
懸
、
全
て
の
カ
ー
ド
は
ミ
シ
ガ
ン
の
本
部
に
郵
邊
、
批
到
さ
れ
て
再
び
岡
山

に
返
邊
さ
れ
る
仕
組
に
な
つ
て
い
た
。
そ
れ
は
現
地
に
お
け
る
再
調
査
に
よ
つ

て
カ
ー
ド
を
修
正
し
、
そ
の
科
學
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
調

査
手
法
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
マ
L
ド
ッ
ク
な
ど
の
提
唱
す
る
「
人
聞
關
係

地
域
分
類
所
」
（
＝
9
旨
9
β
菊
Φ
冨
註
o
屋
》
お
”
窯
一
霧
）
の
基
準
に
概
ね
準

擦
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
N
部
落
の
綜
合
調
査
は
、
ω
全
膿
肚
會
の
見
本

⑯
比
較
研
究
の
資
料
　
⑲
地
域
的
差
異
の
事
實
、
な
ど
を
確
保
し
な
が
ら
、
次

の
調
査
段
階
の
基
準
を
作
り
あ
げ
つ
つ
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
見
方
に
ょ
れ
ば
、

嚴
密
な
豫
薦
調
査
の
段
階
に
相
當
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
第
二
の
方

法
は
、
N
部
落
の
調
査
を
基
準
に
し
て
、
そ
の
全
騰
的
骨
組
に
從
い
な
が
ら
、

各
專
門
學
者
が
お
の
お
の
の
專
門
領
域
の
許
す
範
園
内
で
各
自
の
問
題
を
護
見

し
、
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
に
問
題
解
明
の
た
め
の
調
査
を
寳
施
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
同
じ
く
岡
山
近
邊
の
特
定
の
漁
村
丁
お
よ
び
山
村
M
の

二
つ
の
地
域
吐
會
の
集
中
研
究
が
以
上
の
線
に
澹
つ
て
展
開
さ
れ
た
。
あ
ち
に

至
つ
て
都
市
の
研
究
も
計
書
さ
れ
、
現
在
で
は
、
N
、
T
、
M
の
各
部
落
な
ら

び
に
四
國
お
よ
び
全
日
本
の
五
つ
に
分
類
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
が
集
積
さ
れ
て
い

る
。
け
だ
し
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
終
極
的
に
は
日
本
の
文
化
傾
向
、
そ
の
要
因

な
ど
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
米
國
の
各
大
學
が
行
つ
て
い
る
外
國
諸
地
域
の
研
究
は
、
例
え
ば
、

コ
ロ
ソ
ビ
ヤ
大
墨
・
と
ハ
ー
バ
ー
ド
大
墨
ゐ
戸
シ
ヤ
研
究
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ャ
大

學
の
印
度
お
よ
び
そ
の
近
隣
諸
國
の
研
究
、
　
エ
ー
ル
大
學
の
東
南
ア
ジ
ア
研

究
、
ミ
ネ
ソ
タ
大
學
の
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ヤ
研
究
、
ト
ユ
ー
レ
ン
大
學
の
ラ
テ
ン

　
　
　
　
紹
　
介
　
と
　
批
膝

ア
メ
リ
カ
研
究
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
と
権
威
と
を
も
つ
て
い
る

が
、
目
本
地
域
に
關
す
る
研
究
で
篠
ミ
シ
ガ
ン
大
學
の
そ
れ
が
最
も
組
織
的

か
つ
灌
威
あ
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

三

　
さ
て
、
本
蜜
官
は
著
者
ノ
ー
ベ
ッ
ク
が
彼
の
夫
入
と
と
も
に
、
前
に
述
べ
た
第

二
の
方
法
に
よ
つ
て
、
三
十
三
世
帯
、
一
八
八
人
よ
り
な
る
瀬
戸
内
海
の
小
島

高
島
部
落
を
調
査
し
た
結
果
を
纒
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
七
章
か
ら
な

り
、
日
本
の
漁
村
地
域
肚
會
を
、
と
く
に
西
洋
化
（
ミ
①
警
霞
菖
国
暮
ざ
β
）
の

麟
黙
か
ら
、
民
族
誌
學
的
（
国
夢
β
o
贋
碧
霞
o
）
に
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
が
、
終
極
的
に
は
、
日
本
文
化
の
或
種
の
傾
向
の
解
明
に
接
近
し
ま

5
と
す
る
黙
で
、
研
究
所
自
醗
の
目
的
に
も
一
致
し
て
い
る
。

　
調
査
は
昭
和
廿
五
年
八
月
よ
り
翌
年
四
月
ま
で
の
九
ヵ
月
間
を
要
し
た
が
、

最
初
は
岡
山
市
よ
り
二
十
ニ
マ
イ
ル
離
れ
た
高
島
へ
目
滲
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

資
料
が
牧
集
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
著
者
夫
妻
は
高
島
に
居
住
し
、
著
者
自
身
の

日
本
語
に
よ
る
日
常
會
話
を
通
し
て
多
く
の
情
報
提
供
者
に
面
接
し
、
い
わ
ゆ

る
参
與
岩
観
察
法
　
（
男
胃
菖
9
短
耳
O
冨
霞
醤
試
o
買
）
に
よ
つ
て
調
査
の
し

め
く
く
り
を
行
つ
て
い
る
。
ま
た
、
高
島
は
、
岡
山
縣
下
の
す
べ
て
の
漁
村
地

域
肚
會
が
一
懸
踏
査
さ
れ
た
後
に
、
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
「
比
較
的
他
の
地
域

就
會
、
と
く
に
大
都
市
か
ら
孤
立
し
、
し
か
も
な
お
特
殊
事
情
の
少
な
い
と
こ

ろ
」
と
い
つ
た
基
準
で
選
抜
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
各
章
の
内
容
は
終
始
一
貫
し
て
民
族
誌
學
的
記
述
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
お

よ
そ
高
島
の
生
活
に
關
係
す
る
現
象
は
す
べ
て
丹
念
に
記
録
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ

日
本
人
か
ら
み
れ
ば
、
或
は
見
過
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
七
　
　
倉
〇
三
七
）



　
　
　
　
紹
　
介
　
と
　
批
　
詐

う
な
環
細
な
事
柄
に
ま
で
も
細
心
の
注
意
が
彿
わ
れ
て
い
る
。
N
部
落
の
綜
合

調
査
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
本
書
も
営
然
準
振
し
た
と
思
わ
れ
る
人
聞
關

係
地
域
分
類
所
の
「
文
化
資
料
の
輪
郭
」
（
O
言
一
冒
Φ
9
0
巳
ε
轟
一
寓
碧
O
－

旨
包
の
）
に
は
、
お
よ
そ
入
闘
の
文
化
に
叢
見
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
文
化
現
象
を
八

百
八
十
八
項
目
に
分
類
し
た
キ
ャ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
－
高
島
の

場
合
も
、
恐
ら
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
程
度
の
諸
項
目
が
本
書
の
全
般
に
配
列
さ

れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
四

　
本
書
に
記
述
さ
れ
た
諸
項
目
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
入
に
と
つ
て
別
段
目
新
し

い
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
今
更
そ
れ
を
詳
し
く
紹
介
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
一
鷹
そ
の
概
略
を
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
章
（
冒
霞
o
a
g
ざ
戸
）
、
第
二
章
（
O
包
三
β
ひ
R
距
崔
＜
9
皆
o
a
）
、

第
三
章
バ
円
冨
類
o
畠
魯
o
猛
魍
β
q
四
〇
墓
O
＝
ま
）
の
各
章
で
は
、
高
島
に

つ
い
て
の
地
理
、
歴
史
、
入
口
、
職
業
，
牧
入
、
支
出
、
家
族
構
成
、
親
族
關

係
、
衣
食
住
の
生
活
檬
式
、
疾
病
、
娯
樂
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
、
、
漁
民
と

農
民
と
の
習
慣
の
相
違
お
よ
び
爾
者
の
相
互
許
債
が
や
や
分
析
的
に
取
扱
わ
れ

て
い
る
。
漁
民
は
農
民
に
比
較
し
て
一
般
的
に
肚
會
的
威
信
が
低
い
と
さ
れ
て

い
る
が
、
高
島
の
漁
民
は
、
嘗
ろ
て
の
農
民
か
ら
の
韓
職
渚
で
あ
る
こ
と
に
い

ま
だ
に
誇
り
を
も
ち
、
近
邊
の
他
の
漁
民
と
は
や
や
異
な
つ
た
脅
慣
を
も
つ
て

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
次
の
第
四
章
（
目
ゲ
①
国
霞
餌
屏
仁
”
冒
Ω
円
げ
Φ
O
o
巨
旨
仁
冒
詳
鰻
）
　
で
は
、
高

島
の
部
落
共
同
活
動
、
行
政
組
織
、
近
隣
市
町
村
と
の
關
係
が
取
上
げ
ら
れ
、

そ
れ
ら
地
域
肚
會
に
お
け
る
肚
會
的
差
別
（
ω
o
巳
秘
儀
粧
註
暮
註
o
ε
に
作
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
（
一
〇
三
八
）

す
る
諸
要
因
の
う
ち
で
、
経
濟
的
富
は
最
も
重
要
な
要
素
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

以
外
に
、
教
窓
筒
、
職
業
、
入
柄
、
同
族
、
カ
ス
ト
な
ど
の
諸
要
素
が
、
い
ま
だ
に

そ
れ
相
懸
の
影
響
力
を
も
つ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

そ
れ
ら
諸
要
因
の
影
響
力
の
比
重
が
、
高
島
に
お
け
る
西
洋
化
の
過
程
の
も
と

に
、
如
何
に
攣
化
し
て
き
た
か
を
辿
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
第
五
章
（
国
Φ
㍑
笹
9
）
に
は
、
高
島
に
お
け
る
各
種
の
宗
教
的
行
事
、
俗

信
、
禁
忌
な
ど
が
列
畢
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
あ
る
も
の
が
時
代
と
と
も
に
衰
微
し

ま
た
年
齢
暦
の
相
違
に
よ
つ
て
著
し
く
異
な
つ
た
評
贋
を
受
け
て
い
る
こ
と
が

示
さ
れ
る
。
し
か
も
、
す
で
に
滅
亡
し
つ
つ
あ
る
多
く
の
行
事
が
、
十
二
ヵ
月

の
儀
式
暦
に
丹
念
に
操
集
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
　
第
六
鵬
早
　
（
円
げ
Φ
ピ
一
騰
Φ
O
鴇
〇
一
Φ
）
　
で
は
、
　
出
生
、
　
幼
一
兄
、
　
少
年
、
　
露
円

年
、
結
婚
、
老
年
、
死
亡
と
い
つ
た
順
序
に
從
つ
て
、
高
島
で
の
入
々
の
生
活

が
要
約
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
民
族
誌
學
的
報
告
書
は
、
概
ね
こ
の
種
の

ラ
イ
フ
・
サ
ー
ク
ル
に
よ
つ
て
巻
尾
の
飾
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

記
述
か
ら
次
の
分
析
の
段
階
に
到
る
際
に
、
貴
重
な
墓
礎
資
料
を
提
供
す
る
便

宜
に
富
む
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
五

　
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
本
書
を
取
上
げ
る
場
合
に
最
も
關
心
を
ひ
か
れ
る

の
は
、
「
西
洋
化
の
衝
撃
」
（
肖
ぎ
一
筥
麗
9
亀
≦
①
馨
霞
三
畢
試
韓
）
の
最

後
の
章
で
あ
ろ
う
。
著
渚
は
、
ま
ず
、
ナ
シ
翼
ナ
ル
・
ス
ケ
ー
ル
に
芸
く
生
活

方
法
の
攣
化
を
本
書
で
は
組
織
的
に
取
扱
わ
な
い
こ
と
を
告
げ
、
商
島
に
お
け

る
そ
れ
ら
の
攣
化
の
記
述
と
リ
ス
ト
の
作
成
に
重
鮎
を
置
く
。
そ
し
て
、
西
洋

文
化
の
影
響
が
、
例
え
ば
、
衣
食
佳
、
娯
樂
、
渤
育
、
セ
ッ
ク
ス
と
モ
レ
ス
、



輕
濟
と
杜
會
構
造
、
政
治
行
政
組
織
、
宗
教
慣
行
と
い
つ
た
融
で
、
高
島
の
生

活
に
如
何
な
る
攣
化
を
與
え
た
か
を
克
明
に
記
述
す
る
。
西
洋
文
化
と
の
接
鰯

に
よ
る
明
治
以
後
の
急
激
な
産
業
革
命
は
、
貨
幣
脛
濟
、
都
市
化
、
交
通
機
關

な
ど
に
著
し
い
攣
化
を
招
來
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
諸
現
象
の
影
響
は
、
高
島
の

生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
も
見
出
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
し
か
も
、
彼
は
、
昭
和

十
四
年
に
出
版
さ
れ
た
エ
ン
ブ
リ
ー
の
有
名
な
「
須
悪
村
」
の
研
究
と
高
島
の

そ
れ
と
を
比
較
し
｛
爾
者
の
間
に
彊
い
基
本
的
類
似
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

日
本
の
田
舎
全
豊
に
は
一
つ
の
基
本
的
生
活
類
型
が
存
在
す
る
と
主
張
し
、
高

島
で
認
め
ら
れ
た
西
洋
化
の
結
果
は
、
他
の
田
舎
の
諸
地
域
祉
會
の
そ
れ
に
も

極
め
て
類
似
す
る
も
の
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
人
類
學
的
調
査
研
究
に
は
、
文
化
を
一
つ
の
全
騰
と
し
て

機
能
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
文
化
の
攣
動
に
つ
い
て

も
、
文
化
過
程
を
一
つ
の
全
膣
と
し
て
理
解
す
る
立
場
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
だ
か
ら
、
軍
に
衣
食
住
そ
の
他
の
諸
項
目
に
分
類
さ
れ
た
攣
化
の
外

貌
や
タ
イ
プ
の
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
の
み
で
は
、
全
睦
と
し
て
の
文
化
の
理
解

に
は
お
よ
そ
程
遠
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
明
治
以
後
に
西
洋
の
制
度
、

知
識
な
ど
の
技
術
的
側
面
を
導
入
し
た
こ
と
が
、
日
本
文
化
の
他
の
諸
側
面
に

如
何
な
る
攣
化
を
招
い
た
か
、
と
い
つ
た
一
漣
の
動
態
的
關
蓮
性
を
無
硯
L
て

は
、
日
本
文
化
の
理
解
を
充
分
に
す
る
愛
當
な
砺
究
方
法
と
は
い
え
な
い
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
著
者
は
、
日
本
に
お
け
る
西
洋
化
現
象
は
、
各
地
域
肚
會
に
よ

つ
て
そ
の
條
件
と
攣
化
の
度
合
を
異
に
す
る
の
で
、
そ
れ
ら
諸
地
域
祉
會
の
記

述
的
比
較
硯
究
を
通
し
て
、
或
る
程
度
、
文
化
攣
動
の
機
能
的
關
蓮
性
の
理
解

に
接
近
し
う
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
高
島
の
よ
う
な
小
さ
な
地
域
魅
會
の
一

紹
　
介
　
と
　
批
　
評

つ
の
研
究
か
ら
は
、
到
底
こ
の
種
の
理
解
に
接
近
し
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、

よ
り
廣
範
な
ス
ケ
ー
ル
の
比
較
研
究
が
行
わ
れ
れ
ば
、
日
本
研
究
所
の
意
圖
す

る
一
般
課
題
が
、
や
が
て
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
5
こ
と
に
期
待
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
比
較
砺
究
の
意
味
に
お
い
て
、
高
島
に
關
す
る
民

族
誌
學
的
記
述
の
有
用
性
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ

と
は
、
日
本
研
究
所
の
碑
究
方
法
全
般
に
つ
い
て
の
一
つ
の
傾
向
を
示
す
も
の

と
見
倣
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

山！、

　
以
上
紹
介
し
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
日
本
研

究
所
の
一
連
の
研
究
騰
制
に
お
け
る
重
要
な
一
コ
マ
と
し
て
の
役
割
を
澹
う
庵

の
で
あ
る
。
と
く
に
、
西
厭
語
で
書
か
れ
た
日
本
漁
村
に
關
す
る
最
初
の
民
族

誌
學
的
研
究
で
あ
る
の
で
、
そ
の
墨
問
的
意
義
は
充
分
に
認
め
ら
れ
て
よ
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
硯
究
所
の
研
究
方
法
、
或
は
、
そ
れ
と
繋
り
の
あ
る

人
問
關
係
地
域
分
類
所
の
調
査
理
論
の
要
當
性
は
、
一
懸
こ
こ
で
保
留
し
て
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
等
の
意
圖
す
る
ク
冒
ス
カ
ル
チ
ュ

ラ
ル
な
普
遍
化
が
、
彼
等
の
調
査
技
術
、
研
究
方
法
に
よ
つ
て
は
た
し
て
達
成

さ
れ
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
つ
た
方
法
論
上
の
論
雫
が
い
ま
だ
解
決
さ
れ
な
い

ま
ま
で
現
在
に
到
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
む
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
研

究
所
が
、
こ
の
よ
う
な
「
草
の
根
も
分
け
る
」
よ
5
な
研
究
方
法
に
よ
つ
て
、

日
本
に
お
け
る
既
往
の
注
目
す
べ
き
多
く
の
承
認
さ
れ
た
一
般
原
理
を
、
取
る

に
足
ら
な
い
も
の
と
し
て
し
ま
つ
た
と
主
張
す
る
段
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ

は
、
少
く
と
も
本
書
に
見
出
さ
れ
る
限
り
で
は
、
彼
等
の
こ
の
よ
う
な
主
張
に

か
な
り
の
疑
問
を
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
（
十
時
嚴
周
）

五
九
　
　
（
一
〇
三
九
）


