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◇
紹
介
に
あ
た
っ
て

　

本
書
は
、本
大
学
院
の
課
題
研
究
（
現
・

コ
ー
ス
）
日
本
文
化
の
修
了
生
を
中
心
と

す
る
研
究
会
で
出
版
し
た
本
で
す
。
こ
の

度
、
本
の
自
己
紹
介
を
し
て
欲
し
い
と
研

究
所
か
ら
頼
ま
れ
ま
し
た
。
幸
い
本
書
は

冒
頭
に
「
は
じ
め
に
」
と
い
う
内
容
紹
介

の
拙
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
要
約
し
て
、

紹
介
の
責
を
果
た
し
ま
す
。

◇
本
書
の
狙
い

　

日
本
文
化
と
い
う
言
葉
か
ら
、
何
を
連

想
す
る
で
し
ょ
う
か
。
本
書
は
文
化
を
伝

え
る
日
本
語
と
い
う
こ
と
ば
、
信
仰
や
言

い
伝
え
な
ど
が
元
と
な
っ
て
い
る
説
話
、

そ
し
て
こ
と
ば
や
所
作
・
体
験
を
総
合
し

た
芸
能
な
ど
の
観
点
か
ら
日
本
文
化
を
考

え
る
本
で
す
。
さ
ら
に
本
書
は
、
日
本
列

島
か
ら
も
飛
び
出
し
て
考
え
ま
す
。
文
化

は
外
に
伝
わ
り
ま
す
。
漢
字
は
中
国
由
来
、

仏
教
は
イ
ン
ド
か
ら
中
国
や
朝
鮮
を
経
て

日
本
に
伝
わ
り
ま
し
た
。
日
本
の
近
隣
に

は
、
植
民
地
化
に
よ
っ
て
日
本
文
化
が
時

に
は
無
理
や
り
伝
え
ら
れ
、
ま
た
今
日
の

Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ　
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
の
流
れ
の
中
で
、

再
び
日
本
文
化
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
今

ま
で
も
、
ア
ジ
ア
諸
地
域
と
の
関
連
を
見

ず
に
日
本
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
仏

教
理
解
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
難
し
い
こ

と
で
し
た
。
本
書
を
「
ア
ジ
ア
の
中
の
日

本
文
化
」
と
名
付
け
た
由
縁
で
す
。

◇
本
書
の
概
要

　

本
書
は
三
部
構
成
で
す
。「
第
一
部　

伝
え
る
日
本
語
、
伝
わ
る
日
本
語
」
の
各

章
は
、
日
本
語
と
い
う
こ
と
ば
を
考
え

ま
す
。
成
田
徹
男
「
ふ
り
が
な
は
大
発

明
¦
ふ
り
が
な
を
活
用
し
よ
う
¦
」
は
、

日
本
語
を
伝
え
る
上
で
の
大
問
題
で
あ
る

書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
と
の
違
い
、
特
に

漢
字
の
読
み
を
、
ふ
り
が
な
活
用
に
よ
っ

て
解
決
し
よ
う
と
唱
え
た
章
で
す
。
吉
田

千
寿
子
「
言
語
の
リ
ズ
ム
、歌
の
リ
ズ
ム
」

は
、
日
本
語
を
流
ち
ょ
う
に
話
す
上
で
無

視
で
き
な
い
リ
ズ
ム
を
ど
う
日
本
語
学
習

者
に
伝
え
る
か
を
、
著
者
の
指
導
実
践
か

ら
解
き
明
か
し
ま
す
。
阪
井
芳
貴
「『
し

ま
く
と
ぅ
ば
』
を
め
ぐ
る
考
察
の
た
め
に

¦
う
ま
り
じ
ま
ぬ　

く
と
ぅ
ば　

わ
し

り
ー
ね
ー　

く
に
ん　

わ
し
り
ぬ
ん
¦
」

は
、故
・
翁
長
雄
志
沖
縄
県
知
事
の
ス
ピ
ー

チ
な
ど
を
素
材
に
ウ
チ
ー
ナ
ー
グ
チ
（
琉

球
方
言
）
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
沖
縄
県

民
の
思
い
を
考
察
し
ま
す
。
他
に
手
嶋
大

侑
と
黄
如
翎
の
コ
ラ
ム
を
載
せ
ま
す
。

　
「
第
二
部　

信
仰
の
な
か
で
出
会
う
日

本
文
化
」
の
各
章
は
、
日
本
文
化
に
関
連

す
る
信
仰
と
説
話
に
焦
点
を
当
て
ま
す
。

浅
岡
悦
子
「
熱
田
神
宮
と
草
薙
剣
」
は
、

三
種
の
神
器
の
一
つ
で
、
熱
田
神
宮
に
祀

ら
れ
る
草
薙
剣
を
紹
介
し
ま
す
。
市
岡
聡

「
二
井
寺
説
話
か
ら
見
る
『
法
華
験
記
』

と
地
方
寺
院
」
は
、
十
一
世
紀
に
編
纂
さ

れ
た
説
話
集
を
題
材
に
、
地
方
寺
院
で
ど

の
よ
う
な
説
話
が
作
ら
れ
た
の
か
を
寺
院

経
済
に
踏
み
込
ん
で
分
析
し
ま
す
。
柴
田

憲
良
「
末
法
の
克
服
¦
最
澄
の
末
法
思

想
の
理
解
を
巡
っ
て
¦
」
は
、
比
叡
山

を
開
い
た
最
澄
が
、
中
国
で
の
仏
教
排
撃

運
動
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
仏
教
衰
退

の
時
代
と
さ
れ
る
末
法
を
ど
う
理
解
し
て

い
た
か
を
解
明
し
ま
す
。
他
に
、
や
ま
だ

あ
つ
し
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ス
キ
ン
ド
の

コ
ラ
ム
を
載
せ
ま
す
。

　
「
第
三
部　

伝
わ
る
日
本
文
化
、
伝
え

る
日
本
文
化
」
の
各
章
は
、
日
本
文
化
を

地
域
や
時
代
を
超
え
た
他
者
へ
伝
え
る
こ

と
に
つ
い
て
、（
広
義
の
）
芸
能
を
手
掛

か
り
に
考
え
ま
す
。
太
田
昌
孝
「
西
脇
順

三
郎
の
挑
戦
¦
古
代
か
ら
超
現
実
へ
¦
」

は
、
詩
人
で
英
文
学
者
で
あ
っ
た
西
脇
が
、

古
代
祭
祀
へ
の
考
察
か
ら
、
古
代
人
が
伝

え
て
い
る
こ
と
を
ど
う
自
己
の
詩
作
へ
と

結
実
さ
せ
た
か
を
考
察
し
ま
す
。
文
秀

秀
「
中
国
に
お
け
る
ア
イ
ド
ル
文
化
の
考

察
¦
日
本
の
ア
イ
ド
ル
文
化
か
ら
の
影

響
¦
」
は
、
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
事
務
所
の
運

営
モ
デ
ル
を
手
掛
か
り
に
中
国
へ
の
日
本

文
化
の
伝
搬
を
分
析
し
ま
す
。
小
野
純
子

「
台
湾
に
残
る
日
本
の
姿
¦
『
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｏ
』

と
蔡
清
輝
氏
の
お
話
¦
」
は
、
戦
前
の

甲
子
園
野
球
大
会
に
台
湾
か
ら
出
場
し
た

学
校
と
そ
の
学
校
を
育
ん
だ
街
の
思
い
出

が
現
代
に
ど
う
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
の
話

で
す
。
他
に
、
白
真
善
と
渡
邊
良
永
×
柴

田
憲
良
の
コ
ラ
ム
、
中
村
香
織
の
特
別
寄

稿
を
載
せ
ま
す
。

◇
お
わ
り
に
あ
た
っ
て

　

ネ
ッ
ト
時
代
で
も
、
書
店
に
自
分
た

ち
の
本
が
並
ぶ
の
は
、
嬉
し
い
こ
と
で

す
。
研
究
会
は
次
の
本
を
企
画
し
て
い
ま

す
。
皆
さ
ん
も
一
緒
に
本
を
出
し
ま
し
ょ

う
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
大
学
院
・
人

間
文
化
研
究
科
を
受
験
で
す
。
次
の
入
試

で
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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