
は
じ
め
に

本
書
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
〈
若
手
研
究
（
Ｂ
）〉
平
成
二
三
年
度
―
二
四
年
度
、
研
究
代
表
者
：
石
上
阿
希
、

課
題
番
号
二
三
七
二
〇
一
二
六
）
の
助
成
を
受
け
て
開
催
し
た
西
川
祐
信
研
究
会
の
成
果
報
告
で
あ
る
。
西
川
祐
信
（
一
六
七
一
―
一
七
五
〇
）
は
、

江
戸
中
期
に
京
都
を
拠
点
と
し
て
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
で
あ
り
、
そ
の
画
業
は
、
風
俗
画
か
ら
教
訓
絵
本
や
着
物
雛
形
本
、
浮
世
草
子
の
挿
絵
や
画

論
、
春
本
な
ど
多
岐
に
亙
る
。

そ
も
そ
も
、
祐
信
の
研
究
を
意
識
し
始
め
た
の
は
、
春
画
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
選
び
、
鈴
木
春
信
の
「
風
流
座
敷
八
景
」
を
研
究
し
た
時
だ
っ

た
。
春
信
の
春
画
・
春
本
が
い
か
に
祐
信
に
影
響
を
受
け
て
い
た
の
か
、
多
く
の
事
例
に
行
き
当
た
り
、
春
信
の
春
画
を
研
究
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず

祐
信
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
実
感
し
た
。

そ
の
後
、
研
究
課
題
と
し
て
の
祐
信
を
本
格
的
に
意
識
し
た
の
は
、
二
〇
一
〇
年
の
九
月
に
ロ
ン
ド
ン
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
（
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
）

で
開
催
さ
れ
た
春
画
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
は
、
偶
然
に
も
私
を
含
め
三
人
が
祐
信
の
春
本
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
美
術
史
、
文
学
史
、

社
会
史
な
ど
多
様
な
視
座
か
ら
の
研
究
発
表
を
行
っ
た
。
幅
広
い
画
業
を
為
し
て
い
た
祐
信
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
の
作
品
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
同
時

代
の
現
象
を
多
角
的
に
浮
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
の
日
の
懇
親
会
で
は
、
同
じ
く
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
発
表

者
で
あ
っ
た
山
本
ゆ
か
り
さ
ん
と
い
か
に
祐
信
と
い
う
絵
師
が
浮
世
絵
研
究
に
と
っ
て
重
要
か
と
い
う
話
で
盛
り
上
が
り
、
こ
れ
を
テ
ー
マ
に
科
研

費
が
と
れ
た
ら
、
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
一
年
後
、
運
良
く
科
研
費
若
手
研
究
（
Ｂ
）
の
助
成
を
得
る
こ
と
が
出
来
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
早
川
聞
多
先
生
の
ご
協
力

の
も
と
、
西
川
祐
信
研
究
会
を
開
く
こ
と
が
出
来
た
。
本
研
究
会
で
は
、
文
学
史
、
美
術
史
、
服
飾
史
、
工
芸
史
な
ど
様
々
な
分
野
の
研
究
者
か
ら
、

祐
信
に
関
す
る
発
表
を
行
っ
て
い
た
だ
い
た
。
第
一
回
を
二
〇
一
一
年
一
二
月
に
、
第
二
回
を
二
〇
一
二
年
八
月
に
開
催
し
、
そ
の
発
表
を
ま
と
め

た
の
が
本
論
文
集
で
あ
る
。

石
上
阿
希
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論
文
の
部
、
ゲ
ル
ガ
ナ
・
イ
ワ
ノ
ワ
氏
の
論
文
「
近
世
の
女
性
読
者
と
古
典
の
大
衆
化
―
西
川
祐
信
の
『
画
本
朝
日
山
』
を
題
材
に
―
」
で
は
、

江
戸
時
代
最
初
の
『
枕
草
子
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る
『
画
本
朝
日
山
』
に
着
目
し
、
祐
信
が
江
戸
時
代
に
お
け
る
古
典
作
品
の
受
容
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
明
ら
に
し
た
。
古
典
を
題
材
と
し
た
祐
信
絵
本
の
読
者
の
多
く
は
、
婦
女
子
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
、『
徒
然
草
』
や

『
枕
草
子
』
だ
け
で
な
く
、
和
歌
・
漢
詩
な
ど
の
知
識
を
祐
信
絵
本
か
ら
学
ん
で
い
た
。
ま
た
、『
画
本
朝
日
山
』
が
結
婚
を
控
え
た
婦
女
子
が
学
ぶ

べ
き
教
養
や
心
得
を
説
い
た
教
訓
書
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
教
育
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

山
本
ゆ
か
り
氏
の
論
文
「
水
辺
の
女

―
西
川
祐
信
画
に
み
る
水
流
と
美
人
」
は
、
水
流
と
美
人
と
い
う
画
題
の
新
出
二
点
の
祐
信
肉
筆
画
を
紹

介
し
、
表
現
と
主
題
の
二
つ
の
視
座
か
ら
祐
信
肉
筆
画
の
構
造
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。
祐
信
の
描
く
水
流
の
表
現
方
法
は
、
や
ま
と
絵
の
影
響
を

含
み
な
が
ら
も
当
世
風
の
新
し
さ
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。
肉
筆
画
と
版
本
を
比
較
し
、
祐
信
が
媒
体
に
よ
っ
て
構
成
や
描
き
方
を
表
現
し
分
け
て
い

る
こ
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
そ
の
主
題
に
目
を
向
け
れ
ば
、
水
辺
の
女
像
の
背
景
に
古
典
世
界
が
浮
か
び
上
が
る
。
祐
信
の
作
画
姿
勢
の
一
つ
と
し

て
、
古
典
に
当
世
を
繋
げ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
察
し
て
い
る
。

ジ
ェ
ニ
ー
・
プ
レ
ス
ト
ン
氏
は
、
最
も
熱
心
に
祐
信
を
研
究
し
て
い
る
一
人
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
ご
都
合
が
つ
か
ず
、
研
究
会
で
ご
発
表
頂
く

こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
氏
の
ご
研
究
の
成
果
を
ぜ
ひ
こ
の
論
文
集
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
、
日
本
語
文
、
英
語
文
と
も
に
掲
載
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
祐
信
の
絵
本
に
潜
む
政
治
的
趣
向
は
、
プ
レ
ス
ト
ン
氏
の
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。「
戦
い
の
示
唆
―
西
川
祐
信
の
武
者
絵
」
で
は
、

祐
信
の
武
者
絵
本
の
要
素
を
読
み
解
き
な
が
ら
、そ
の
中
に
込
め
ら
れ
た
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。祐
信
と
政
治
と
い
う
ト
ピ
ッ

ク
は
こ
れ
ま
で
の
祐
信
研
究
で
は
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
氏
の
論
文
は
祐
信
の
政
治
思
想
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
の
重
要
性
を
示
し

て
い
る
。

石
上
論
文
「
訓
蒙
図
彙
と
祐
信
絵
本
・
春
本
」
は
、
祐
信
の
絵
本
・
春
本
に
見
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
を
描
く
と
い
う
網
羅
主
義
趣
向
に

着
目
し
、
そ
の
流
れ
が
上
方
の
訓
蒙
図
彙
の
隆
盛
に
汲
み
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た
。

研
究
ノ
ー
ト
の
部
で
は
、
服
飾
史
、
工
芸
史
の
視
点
か
ら
み
た
祐
信
作
品
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。
加
茂
瑞
穂
氏
「
祐
信
の
服
飾
意
匠
と

そ
の
特
徴
―
風
俗
絵
本
と
小
袖
雛
形
本
を
手
が
か
り
に
」
は
、
祐
信
の
小
袖
雛
形
本
と
風
俗
絵
本
に
見
ら
れ
る
個
々
の
意
匠
に
着
目
し
、
使
用
さ
れ

る
モ
テ
ィ
ー
フ
を
分
類
し
た
。
そ
の
中
で
も
使
用
頻
度
の
高
い
「
水
」、「
菊
」、「
梅
」
を
詳
細
に
検
討
し
、
祐
信
が
雛
形
本
だ
け
で
な
く
、
風
俗
絵
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本
を
描
く
際
に
も
意
匠
の
選
択
に
気
を
配
っ
て
い
た
こ
と
を
考
察
し
た
。

ビ
ン
チ
ク
・
モ
ニ
カ
氏
の
研
究
ノ
ー
ト
「
西
川
祐
信
作
品
の
挿
絵
を
も
と
に
し
た
漆
器
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
」
は
、
祐
信
絵
本
と
漆
器
デ
ザ
イ
ン

の
影
響
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
祐
信
絵
本
は
、
明
治
に
入
っ
て
も
重
版
さ
れ
、
長
い
間
人
々
の
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
人
気
の
高
さ
は
漆
器
に
も
及
ん
で
い
た
。
ビ
ン
チ
ク
氏
は
ま
た
、浮
世
絵
や
版
本
の
イ
メ
ー
ジ
が
漆
器
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
背
景
に
、

南
蛮
屏
風
や
洛
中
洛
外
図
と
い
う
新
し
い
表
現
の
流
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
祐
信
研
究
を
進
め
る
上
で
、
基
礎
的
な
土
台
と
な
る
の
が
目
録
で
あ
る
。
祐
信
の
作
品
目
録
と
し
て
は
、
松
平
進
氏
の
労
作
『
師
宣
・

祐
信
絵
本
書
誌
』（
青
裳
堂
書
店
、
一
九
八
八
年
）
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
分
野
に
つ
い
て
は
未
だ
整
え
ら
れ
て
い
な
い
。
研
究
会
で

は
、
祐
信
が
手
掛
け
た
浮
世
草
子
の
挿
絵
に
関
す
る
目
録
に
つ
い
て
、
中
嶋
隆
氏
か
ら
ご
発
表
を
い
た
だ
い
た
が
、
こ
の
他
に
も
、
肉
筆
作
品
や
版

画
、
春
画
・
春
本
な
ど
の
目
録
作
成
が
祐
信
研
究
の
重
要
課
題
で
あ
る
。

目
録
部
で
は
、
白
倉
敬
彦
氏
の
編
に
よ
る
「
西
川
祐
信
春
画
目
録
」
を
載
せ
た
。
氏
の
長
年
の
調
査
の
蓄
積
に
基
づ
い
た
目
録
で
あ
り
、
三
九
点

の
情
報
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
石
上
（
編
）
と
し
て
「
西
川
祐
信
参
考
文
献
目
録
（
稿
）」
も
付
し
た
。
本
目
録
は
日
本
の
研
究
文
献
に
限
ら
れ
て
お
り
、
欧
米
に
お
け

る
成
果
を
含
め
た
目
録
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

巻
末
に
は
、
ジ
ェ
ニ
ー
・
プ
レ
ス
ト
ン
氏
、
ビ
ン
チ
ク
・
モ
ニ
カ
氏
の
英
語
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
を
載
せ
て
い
る
。

研
究
会
を
始
め
て
改
め
て
気
づ
い
た
の
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軸
と
し
て
の
祐
信
の
面
白
さ
で
あ
っ
た
。
古
典
と
当
世
、
上
方
と
江
戸
、
二
次
元

と
三
次
元
、
文
学
と
政
治
、
彼
に
よ
っ
て
様
々
な
も
の
が
繋
が
っ
て
い
く
。
到
底
、
二
回
ほ
ど
の
研
究
会
で
は
そ
の
繋
が
り
の
深
さ
を
解
明
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
今
後
も
研
究
会
を
続
け
て
、
さ
ら
に
祐
信
と
我
々
を
繋
げ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
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