
　

な
ぜ
、
外
国
を
研
究
す
る
の
か
。
そ

の
き
っ
か
け
は
偶
然
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
外
国
を
主
た
る
研
究
の
地
と
し
て

続
け
る
に
は
、
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
に
、

ま
た
学
問
ご
と
に
異
な
る
理
由
が
あ
る

だ
ろ
う
。
特
定
の
国
に
つ
い
て
研
究
す

る
事
を
専
門
と
す
る
事
で
、
そ
の
国
を

研
究
し
続
け
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
特
定

の
現
象
の
所
在
ゆ
え
と
い
う
場
合
も
あ

る
だ
ろ
う
。「
外
国
を
研
究
す
る
」
と

い
う
営
為
に
は
、
自
国
を
研
究
す
る
の

と
は
こ
と
な
る
基
礎
的
な
環
境
が
あ

る
。
調
査
を
行
う
為
に
は
、
自
分
の
生

活
圏
を
離
れ
、
異
な
る
言
語
を
話
し
、

聴
く
。
異
な
る
生
活
様
式
の
中
で
思
索

し
、
絶
え
ず
複
数
の
読
者
を
想
定
し
な

が
ら
、
研
究
成
果
を
形
作
る
こ
と
を
意

識
す
る
。
さ
ら
に
は
、
所
属
大
学
、
研

究
機
関
が
存
在
す
る
国
の
政
策
次
第
で

特
定
の
国
、
地
域
の
研
究
支
援
体
制
は

容
易
に
左
右
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

絶
え
ず
変
化
す
る
研
究
環
境
に
あ
っ
て

変
わ
ら
ず
特
定
の
国
、
地
域
の
研
究
を

継
続
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　

現
代
は
、
研
究
環
境
、
と
り
わ
け
情

報
環
境
の
急
速
な
変
化
の
中
に
あ
る
。

第
一
に
こ
の
三
〇
年
で
国
際
航
空
券
の

価
格
は
劇
的
に
安
く
な
り
、
海
外
に
赴

く
こ
と
は
、
外
交
官
や
商
社
マ
ン
、
研

究
者
と
い
っ
た
特
定
の
職
種
の
人
間
で

な
く
と
も
簡
単
に
な
っ
た
。
外
国
に
赴

く
人
の
裾
野
は
広
が
り
、
ま
た
外
国
に

滞
在
す
る
期
間
は
お
お
む
ね
、
短
縮
さ

れ
た
。
第
二
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が

普
及
し
瞬
時
に
世
界
中
の
最
新
の

ニ
ュ
ー
ス
が
手
に
入
る
よ
う
に
な
り
、

現
地
の
新
聞
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

F
a
ceb
o
o
k

、T
w
itter

やY
o
u
tu
b
e

等
で
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
上
げ
な
い

よ
う
な
市
井
の
人
々
の
声
に
も
現
地
に

赴
か
ず
と
も
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
第
三
に
オ
ン
ラ
イ
ン
の
検
索
エ
ン

ジ
ン
の
進
化
や
ネ
ッ
ト
上
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
充
実
は
、
学
び
の
方
法
を
根

本
か
ら
変
え
、
外
国
に
つ
い
て
、
過
去

の
情
報
も
含
め
て
か
つ
て
と
は
比
べ
よ

う
の
な
い
ほ
ど
容
易
に
手
に
入
る
よ
う

に
な
っ
た
。
最
先
端
の
研
究
成
果
の
発

信
も
、
書
籍
や
論
文
、
新
聞
と
い
っ
た

媒
体
が
独
占
し
て
い
た
時
代
は
終
わ

り
、
ウ
ェ
ブ
上
で
、
イ
ン
フ
ォ
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
ス
や
シ
ョ
ー
ト
ム
ー
ビ
ー
な

ど
で
も
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
第
四
に
「
発
展
途
上
国
」
と
み

な
さ
れ
る
国
々
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
国

で
分
析
を
行
う
研
究
者
た
ち
は
、
世
界

の
一
流
大
学
で
長
期
間
に
わ
た
っ
て
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
、
流
麗
な
英
語
で

の
情
報
発
信
力
を
兼
ね
備
え
た
研
究
者

で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
鍛
え
ら

れ
た
能
力
に
加
え
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ

れ
た
現
地
の
情
報
や
豊
か
な
人
脈
を
常

に
備
え
た
自
国
の
研
究
者
が
大
勢
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
外
国
を
研
究
す

る
研
究
者
に
、
果
た
し
て
、
今
後
な
ん

ら
か
の
大
き
な
知
的
貢
献
が
可
能
で
あ

ろ
う
か
。

　

も
っ
と
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
研

究
、
情
報
環
境
に
あ
る
現
代
に
お
い

て
、「
外
国
を
研
究
す
る
者
」
は
、
と

り
わ
け
対
象
国
に
い
る
同
業
者
と
ど
の

よ
う
に
勝
負
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
、
こ
の
変
化
し
た
情
報
、
交
通
状
況

を
研
究
の
創
意
工
夫
に
ど
の
よ
う
に
生

か
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
自
国

を
研
究
す
る
研
究
者
と
比
べ
て
、
外
国

を
研
究
す
る
研
究
者
に
は
ど
の
よ
う
な

強
み
や
弱
み
が
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、

と
り
わ
け
「
日
本
で
」
研
究
す
る
こ
と

に
は
ど
の
よ
う
な
利
点
や
役
割
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
本
特
集
で
は
こ
れ
ら
の

問
い
に
対
し
て
、
様
々
な
分
野
で
活
躍

す
る
各
研
究
者
に
、
こ
れ
ま
で
の
経
験

や
各
研
究
者
が
現
状
の
変
化
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
か
、
そ
の
考
え
を
紹

介
し
て
頂
く
。
そ
う
し
た
経
験
や
観
察

の
中
か
ら
各
学
問
分
野
に
お
い
て
「
外

国
研
究
者
」
が
立
ち
向
か
っ
て
い
る
課

題
を
直
接
的
に
、
ま
た
間
接
的
に
紹
介

し
て
頂
き
、
そ
の
考
え
を
読
者
の
皆
様

に
お
伝
え
し
た
い
。

（
あ
い
ざ
わ　

の
ぶ
ひ
ろ
／
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所　

法
・
制
度
研
究
グ
ル
ー
プ
）

相
沢
伸
広

特
集
に
あ
た
っ
て

特
集

外
国
を
研
究
す
る
こ
と
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