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料

は
し
が
き

資

一
九
九
二
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
文
部
省
科
学
研
究
費
助
成
に
よ
る
国
際

共
同
研
究
「
東
ア
ジ
ア
文
化
と
近
代
法

i
1
t
日
本
と
韓
国
の
比
較
研
究

を
通
じ
て
」
は
、
九
四
年
度
を
も
っ
て
、
予
定
の
一
二
年
間
を
経
過
し
、
一

応
の
締
め
く
く
り
を
迎
え
た
。
九
四
年
度
は
一
一
月
に
日
本
側
の
メ
ン

バ
ー
が
訪
韓
し
て
、
韓
国
・
雪
山
獄
山
に
お
い
て
合
同
の
研
究
会
を
行
い
、

さ
ら
に
ソ
ウ
ル
に
場
を
移
し
て
ソ
ウ
ル
大
学
校
に
お
い
て
学
部
学
生
・
大

学
院
生
を
対
象
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

今
井
弘
道
、
千
葉
正
士
が
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
同
様
の
関
心
に
も
と
づ
い

い
て
講
演
を
行
っ
た
。
今
回
は
合
同
研
究
会
で
の
報
告
に
若
干
筆
を
加
え

た
千
葉
正
士
の
論
稿
、
そ
れ
に
ソ
ウ
ル
大
学
校
で
の
講
演
を
再
現
す
る
今

井
弘
道
報
告
、
そ
れ
に
九
三
年
二
月
に
札
幌
・
豊
平
館
で
行
っ
た
合
同
研

究
会
の
報
告
の
基
に
な
っ
た
梁
承
斗
に
よ
る
現
代
韓
国
人
の
法
意
識
に
関

す
る
論
稿
を
掲
載
す
る
。

ま
ず
、
梁
教
授
の
「
現
代
韓
国
人
の
法
意
識
に
関
す
る
一
考
察
」
は
、

直
接
的
に
は
朴
乗
濠
教
授
還
暦
記
念
『
韓
国
法
史
学
論
叢

E
』
(
ソ
ウ
ル
・

博
英
社
、
一
九
九
一
年
)
所
収
の
論
文
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
前
記
研
究
会

に
お
け
る
梁
教
授
の
報
告
と
ほ
ぼ
重
な
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
ゆ
え
に
、

本
欄
に
お
い
て
紹
介
す
る
の
も
許
さ
れ
る
も
の
と
考
え
、
筆
者
の
承
諾
を

得
て
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
現
代
韓
国
に
お
い
て
近
代
法
が
ど

の
程
度
根
づ
い
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
い
な
い
の
か
、
そ
し
て
そ
の
原
因

は
何
で
あ
り
、
克
服
へ
向
け
て
い
か
な
る
処
方
案
が
あ
り
う
る
の
か
を
、

こ
の
テ

l
マ
に
関
し
て
韓
国
を
代
表
す
る
学
者
で
あ
る
筆
者
の
見
解
が
集

中
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
い
か
に
人
治
を
脱
し
、
法
治
へ
至
る
か
と
い
う

こ
と
を
な
お
実
現
す
べ
き
課
題
と
し
て
強
く
意
識
す
る
梁
教
授
の
問
題
関

心
は
、
ひ
ろ
く
非
西
洋
社
会
に
お
い
て
近
代
法
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
際

に
遭
遇
し
う
る
普
遍
的
な
問
題
に
波
及
す
る
も
の
で
あ
る
。
韓
国
の
場
合
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は
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
近
代
法
制
定
着
の
歪
曲
と
い
う
特
殊
な
条
件
と

も
か
ら
ん
で
よ
り
複
雑
で
あ
る
が
、
経
済
的
に
韓
国
を
追
い
か
け
て
近
代

化
に
励
む
ア
ジ
ア
諸
国
の
法
の
近
代
化
に
と
っ
て
も
参
考
に
な
る
視
点
が

展
開
さ
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
。
な
お
、
翻
訳
は
岡
克
彦
氏
(
北
海
道
大

学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
)
に
お
願
い
し
た
。

千
葉
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
の
探
求
」
は
、
筆
者
が
年
来
、
非

西
洋
法
理
解
の
た
め
の
キ

l
概
念
と
し
て
提
唱
し
て
き
た
個
々
の
法
文
化

の
性
格
を
規
定
す
る
最
終
原
理
で
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
に
か

ん
し
て
、
日
本
と
韓
国
に
つ
い
て
具
体
化
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
日
本

法
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
「
ア
メ
ー
バ

l
性
情
況
主
義
」
、
韓
国
法
に
つ
い

て
は
「
ハ
ヌ
ニ
ム
性
正
統
主
義
」
で
あ
る
と
概
括
す
る
。
そ
の
ほ
か
イ
ギ

リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
中



東アジア文化と近代法

留
に
つ
い
て
も
大
胆
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
を
仮
説

的
に
摘
出
し
て
お
り
、
広
く
比
較
法
学
、
法
社
会
学
、
法
人
類
学
、
法
哲

学
の
各
分
野
か
ら
の
検
証
が
期
待
さ
れ
る
。

今
井
「
現
代
日
本
に
お
け
る
政
治
意
識
・
法
意
識
を
め
ぐ
る
一
考
察
」

は
、
純
粋
な
儒
教
原
理
に
は
む
し
ろ
惇
る
と
も
い
え
る
日
本
独
特
な
「
イ

エ
」
型
集
団
主
義
が
新
憲
法
の
制
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
戦
前
・
戦

後
を
通
じ
て
い
か
に
命
脈
を
維
持
し
て
き
た
か
を
説
得
的
に
論
じ
た
う
え

で
、
そ
れ
を
市
民
的
政
治
文
化
の
成
熟
に
よ
っ
て
兎
服
す
る
た
め
の
具
体

的
作
業
と
し
て
、
ア
ジ
ア
と
日
本
の
対
比
が
い
か
に
有
用
で
あ
る
か
を
力

説
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
的
集
団
主
義
の
克
服
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
西
欧

化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
視
点
と
と
も
に
、
や
は
り
非
西
洋

社
会
の
「
近
代
化
」
に
共
通
す
る
論
点
を
理
論
的
に
扱
っ
て
お
り
、
も
と

も
と
は
学
生
向
け
の
講
演
だ
っ
た
と
は
い
え
、
日
本
に
お
け
る
ア
ジ
ア
研

究
の
意
義
を
ト
ー
タ
ル
に
考
え
る
上
で
禅
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
息

わ
れ
る
。
な
お
、
韓
国
で
は
『
法
哲
学
と
社
会
哲
学
』
第
三
集
(
ソ
ウ
ル
・

教
育
科
学
社
、
一
九
九
四
年
)
に
翻
訳
の
上
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

鈴
木

(
文
責

賢
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