
　

研
究
に
役
立
っ
た
本
は
無
数
に
あ
る

が
、
あ
る
論
文
を
書
く
た
め
に
一
時
期

は
穴
が
あ
く
ほ
ど
見
つ
め
、
読
み
込
ん

だ
と
思
う
も
の
ほ
ど
今
と
な
っ
て
は
不

思
議
と
よ
そ
よ
そ
し
い
。
心
に
残
る
の

は
、
論
文
に
は
「
使
え
な
い
」
本
で
あ

る
。
使
え
な
い
と
い
う
の
は
無
益
だ
と

い
う
意
味
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
む
し

ろ
そ
の
本
が
、
自
分
の
茫
と
し
た
世
界

観
を
絶
え
ず
問
い
直
せ
と
迫
る
も
の
で

あ
る
せ
い
か
と
思
う
。

　

そ
う
し
た
本
の
う
ち
、
ま
だ
学
生
の

頃
に
出
会
っ
た
一
冊
がE. H

. Carr

の

W
hat is H

istory?

で
あ
る
。
英
国
の

歴
史
学
者
カ
ー
が
い
ま
か
ら
五
〇
年
あ

ま
り
も
前
に
行
っ
た
大
学
の
講
義
録
を

ま
と
め
た
も
の
だ
。

　
「
正
確
さ
は
美
点
で
は
な
く
義
務
で

あ
る
」
と
い
う
ハ
ウ
ス
マ
ン
の
言
葉
を

引
き
な
が
ら
、
歴
史
学
者
が
史
実
に
忠

実
で
あ
る
こ
と
は
必
須
だ
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
歴
史
学
の
本
質
的
な
機
能
を
果

た
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
カ
ー
は
語

る
。「
何
が
歴
史
的
な
事
実
で
あ
る
か
」

を
決
め
る
の
は
事
実
そ
の
も
の
で
は
な

く
歴
史
学
者
そ
の
人
で
あ
る
と
い
う

カ
ー
の
教
え
は
、
広
大
な
情
報
の
大
海

か
ら
デ
ー
タ
を
拾
い
出
す
社
会
科
学
の

研
究
者
に
と
っ
て
も
、
避
け
ら
れ
な
い

現
実
を
つ
き
つ
け
て
い
る
。
カ
ー
は
一

九
世
紀
的
な
楽
観
主
義
に
彩
ら
れ
た

「
事
実
」
崇
拝
の
歴
史
学
が
、
歴
史
学

と
歴
史
学
者
を
否
応
な
く
規
定
す
る
時

代
の
制
約
と
、「
事
実
」
は
選
び
と
ら

れ
る
と
い
う
恣
意
性
の
問
題
に
真
正
面

か
ら
取
り
組
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判

す
る
。

　

カ
ー
は
、
歴
史
学
者
は
常
に
「
な
ぜ

（
そ
れ
が
起
こ
っ
た
か
）」
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
彼
が
見
つ
け
出
す
複
数

の
原
因
の
間
に
優
先
順
位
を
付
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
く
。
そ
こ
に
は

か
な
ら
ず
価
値
判
断
が
含
ま
れ
る
。
歴

史
学
に
お
け
る
解
釈
は
価
値
判
断
と
切

り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
重
い
課
題
を
負
わ
さ
れ

た
読
者
は
、
不
安
に
突
き
落
と
さ
れ
な

が
ら
も
、
ど
こ
か
に
研
究
の
客
観
性
と

か
普
遍
的
に
重
要
な
事
実
群
が
存
在
し

て
い
る
と
カ
ー
が
言
っ
て
く
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
が
、
そ
う
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。彼
は「
自
身
の
取
り
組
む
テ
ー

マ
に
関
連
し
て
知
ら
れ
て
い
る
、
あ
る

い
は
知
り
得
る
事
実
す
べ
て
」
を
正
確

に
利
用
す
べ
し
と
諭
す
の
み
。
ロ
シ
ア

革
命
史
を
専
門
と
す
る
カ
ー
は
、
自
身

の
専
門
分
野
で
も
事
実
を
歪
曲
し
た
我

田
引
水
の
解
釈
が
あ
ふ
れ
た
こ
と
に
憤

り
、警
鐘
を
鳴
ら
し
つ
つ
も
、な
お
「
歴

史
的
事
実
は
純
粋
に
客
観
的
で
は
あ
り

得
な
い
」
と
言
い
切
る
。
こ
れ
は
、
ロ

シ
ア
革
命
と
い
う
、
お
そ
ら
く
は
最
も

時
代
の
毀き

誉よ

褒ほ
う

貶へ
ん

に
晒
さ
れ
た
テ
ー
マ

の
ひ
と
つ
に
取
り
組
ん
だ
彼
の
誠
実
な

結
論
な
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
る
と
こ
ろ

歴
史
学
者
は
、
不
断
に
、
そ
し
て
永
久

に
「
何
が
重
要
な
事
実
か
」
を
、
彼
自

身
の
価
値
観
と
倫
理
と
展
望
と
に
照
ら

し
て
選
び
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　

社
会
科
学
の
よ
う
に
現
在
の
問
題
を

取
り
扱
う
場
合
、
存
在
す
る
す
べ
て
の

情
報
を
利
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
か
ら
、
カ
ー
の
教
え
は
い
っ
そ
う
深

刻
で
あ
る
。
自
分
の
扱
う
デ
ー
タ
そ
の

も
の
が
す
で
に
恣
意
性
の
権
化
で
あ
る

と
い
う
自
覚
は
、
こ
れ
か
ら
研
究
を
始

め
よ
う
と
考
え
た
矢
先
に
私
が
背
負
わ

さ
れ
た
途
方
も
な
い
重
荷
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
書
物
の
世
界
は
豊
潤
に
し
て

慈
悲
深
い
。
カ
ー
に
与
え
ら
れ
た
悩
み

の
重
さ
に
耐
え
な
が
ら
、
自
分
が

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
集
め
て
く
る

デ
ー
タ
の
意
義
に
つ
い
て
自
問
自
答
す

る
私
に
、
そ
れ
で
も
や
は
り
研
究
は
楽

し
い
も
の
で
あ
る
と
思
い
出
さ
せ
て
く

れ
た
本
が
あ
る
。
そ
れ
が
『
旧
事
諮
問

録
』
だ
。
今
日
の
よ
う
に
「
オ
ー
ラ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
」
な
ど
と
大
仰
に
持
ち
上

げ
ら
れ
る
以
前
か
ら
、
日
本
に
は
大
量

の
「
聞
き
書
き
」
文
献
が
残
さ
れ
て
い

る
。
な
か
で
も
断
然
お
も
し
ろ
い
『
旧

事
…
』
は
、
帝
国
大
学
の
「
史
学
会
」

関
係
者
に
よ
る
旧
幕
臣
に
対
す
る
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
を
速
記
し
た
も
の

で
、
明
治
二
四
年
か
ら
二
五
年
に
か
け

て
史
学
会
の
機
関
誌
『
史
学
雑
誌
』
に

アジ研流
読書案内

―研究者が薦める3冊

世
界
の
「
相
対
性
」
を
知
れ

岩
﨑
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掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
聞
き
書
き
作
業
を

始
め
る
に
あ
た
っ
て
小
川
銀
治
郎
（
史

学
会
書
記
）
は
、
歴
史
研
究
に
と
っ
て

当
該
年
代
の
文
書
が
大
事
な
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
文
書
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
常
に
真
実
で
あ
る
と
は
限
ら

な
い
。
あ
る
こ
と
を
研
究
す
る
に
あ
た

り
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
古
書
を
実
証
の

論
拠
と
す
る
の
は
は
な
は
だ
心
許
な
い

か
ら
、
本
に
書
か
れ
て
い
な
い
事
実
を

掘
り
起
こ
し
、
こ
れ
と
併
せ
て
検
討
す

べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
と
き
史

学
会
が
取
り
組
ん
だ
の
は
、
こ
の
頃
す

で
に
老
齢
に
達
し
つ
つ
あ
っ
た
旧
幕
臣

の
生
き
残
り
か
ら
、
徳
川
時
代
末
期
の

政
治
状
況
や
、幕
臣
た
ち
の
業
務
内
容
・

日
課
な
ど
に
つ
い
て
語
ら
せ
、
書
き
残

す
と
い
う
作
業
で
あ
っ
た
。『
旧
事
…
』

の
編
纂
は
、
王
政
復
古
と
内
戦
、
幕
藩

体
制
の
崩
壊
の
末
に
成
立
し
た
明
治
新

政
府
下
の
こ
の
時
代
に
は
、
現
在
よ
り

も
ず
っ
と
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
政
治
的
問

題
関
心
を
孕
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。

未
曾
有
の
大
改
変
の
直
後
に
は
「
前
時

代
の
も
の
は
全
否
定
」
と
い
っ
た
風
潮

が
蔓
延
し
が
ち
だ
が
、
史
学
会
の
発
起

人
た
ち
は
こ
れ
に
対
し
あ
く
ま
で
も
歴

史
研
究
の
本
領
を
堅
持
し
、
明
治
維
新

の
混
乱
に
よ
っ
て
埋
没
し
か
ね
な
い

「
事
跡
の
真
相
」
を
す
く
い
上
げ
よ
う

と
し
た
。

　

こ
う
し
た
史
学
者
た
ち
の
高こ

う

邁ま
い

な
志

に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
『
旧
事
…
』
だ
が
、

読
ん
で
み
れ
ば
ど
ろ
ど
ろ
し
た
時
代
の

怨
念
は
露
ほ
ど
も
感
じ
さ
せ
ず
、
む
し

ろ
徳
川
時
代
が
あ
た
か
も
眼
前
に
甦
る

よ
う
に
活
き
活
き
と
綴
ら
れ
て
い
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
毎
回
テ
ー
マ
を
決

め
、
あ
ら
か
じ
め
史
学
会
が
準
備
し
た

質
問
と
と
も
に
被
調
査
者
を
含
む
数
十

人
で
行
わ
れ
た
。
テ
ー
マ
は
、
た
と
え

ば
将
軍
の
日
常
、
勘
定
所
や
評
定
所
の

ル
ー
テ
ィ
ー
ン
な
ど
で
、
こ
れ
ら
を
当

時
の
担
当
者
か
ら
直
接
聞
く
わ
け
で
あ

る
。
質
問
に
答
え
る
面
々
は
、「
旧
幕

御
小
姓
頭
取
」「
旧
幕
外
国
奉
行
」、
大

奥
に
勤
め
た「
旧
幕
中
﨟
」、は
て
は「
旧

幕
御
庭
番
」
す
な
わ
ち
昔
は
隠
密
だ
っ

た
と
い
う
お
爺
さ
ん
ま
で
登
場
す
る
！　

す
べ
て
会
話
の
か
た
ち
で
残
さ
れ
て
い

る
の
で
「
さ
よ
う
、
そ
れ
は
前
申
す
如

く
」
な
ど
と
被
調
査
者
が
本
当
に
ち
ょ

ん
ま
げ
の
武
士
だ
っ
た
こ
と
を
彷
彿
さ

せ
る
。
御
小
姓
に
な
る
と
親
戚
づ
き
あ

い
が
制
限
さ
れ
て
窮
屈
だ
っ
た
ろ
う
と

質
問
者
が
言
え
ば
「
大
し
た
文
学
（
学

習
）
も
入
ら
ず
た
だ
年
を
経
れ
ば
自
然

諸
大
夫
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
つ
ま

り
株
み
た
よ
う
な
も
の
」
と
正
直
な
コ

メ
ン
ト
を
す
る
元
御
小
姓
の
お
爺
さ

ん
。
元
中
﨟
が
言
う
に
は
、
御
台
は
日

に
何
度
も
着
替
え
る
け
れ
ど
、
衣
服
を

洗
濯
す
る
こ
と
は
な
く
、
半
年
く
ら
い

で
「
御
下す

べ

り
」
に
な
る
。
そ
ん
な
ふ
う

で
は
垢
が
つ
い
て
い
な
い
の
か
、
と
ぶ

し
つ
け
な
質
問
者
に
も
彼
女
は
「
綺
麗

で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
馬
鹿
丁
寧
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
質
問
は
史
学
会
が
思
い
つ

き
で
訊
く
の
で
は
な
く
、
文
献
に
残
さ

れ
た
史
実
に
つ
い
て
そ
の
真
偽
や
細
部

に
関
し
て
具
体
的
に
確
認
す
る
も
の

で
、
幕
府
の
官
僚
組
織
の
全
体
像
が
見

え
る
よ
う
な
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
。

『
旧
事
…
』
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
注

目
を
浴
び
、
徳
川
時
代
の
制
度
史
研
究

の
貴
重
な
一
次
史
料
と
し
て
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
歴
史
的
事
実
」
に
対
す
る
向
き
合

い
方
は
、カ
ー
の「
な
ぜ
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

キ
と
正
教
会
の
衝
突
は
不
可
避
だ
っ
た

か
」
の
よ
う
な
大
上
段
の
問
題
設
定
に

ば
か
り
依
拠
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
『
旧
事
…
』
か
ら
教
え
ら
れ

た
。
私
は
も
と
も
と
イ
ラ
ン
の
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
経
済
制
度
の
分
析
や
、

そ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
正
確
に
描
写
す
る

こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
。あ
る
時
代
に
、

人
々
が
ど
う
や
っ
て
暮
ら
し
、
ど
ん
な

仕
組
み
が
機
能
し
、
そ
し
て
い
っ
た
い

ど
ん
な
こ
と
が
人
々
に
と
っ
て
大
事

だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
当
時
の
空
気
ま

で
含
め
活
写
す
る
こ
と
の
で
き
る
日
常

生
活
の
「
聞
き
書
き
」
の
魅
力
は
、
私

が
イ
ラ
ン
の
「
現
在
」
を
写
し
取
っ
て

い
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
将
来
的
価

値
を
少
し
だ
け
担
保
し
て
く
れ
た
の
で

あ
る
。

　
『
旧
事
…
』
の
史
料
価
値
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
読
み
物
と
し
て
の
圧
倒
的
な

面
白
さ
に
ふ
っ
と
心
が
軽
く
な
り
、

カ
ー
の
教
え
も
相
対
化
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
頃
、
も
う
一
冊
の
良
書
に
出

会
っ
た
。『
無
限
の
果
て
に
何
が
あ
る

か
』
は
、
整
数
論
を
専
門
と
す
る
著
者

が
一
般
読
者
向
け
に「
虚
数
」、「
非
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
」、「
集
合
」
そ
し
て

「
無
限
」
と
い
っ
た
現
代
数
学
の
到
達

点
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
『
無
限
…
』
は
、
あ
ま
た
の

類
書
の
よ
う
に
、
た
だ
重
要
な
数
学
的

ト
ピ
ッ
ク
を
取
り
上
げ
て
そ
の
も
の
を

解
説
す
る
と
い
う
内
容
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
数
学
と
い
う
人
間
の
営
み
の
意

味
を
問
い
直
す
も
の
で
あ
っ
た
。
数
は

人
間
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
、
と

主
張
す
る
著
者
は
、
数
学
が
「
自
然
の

法
則
や
摂
理
を
発
見
す
る
」
学
問
で
あ

る
と
い
う
見
方
を
否
定
す
る
。
も
ち
ろ

ん
歴
史
的
に
は
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
た

時
代
も
あ
っ
た
。
し
か
し
複
素
数
や
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
成
立
は
、
数

学
が
人
間
の
日
常
的
知
覚
か
ら
次
第
に

離
れ
、
直
感
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
論
理

だ
け
の
世
界
へ
と
発
展
し
て
い
く
過
程
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に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
「
現
実
の
空

間
が
実
数
体
と
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
よ
う
に
、
そ

れ
ら
は
必
ず
し
も
我
々
が
生
き
る
こ
の

世
界
の
自
然
現
象
と
は
合
致
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、

数
学
が
自
然
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な

く
、
人
間
の
思
惟
が
作
り
出
し
た
壮
大

な
体
系
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

数
学
に
お
け
る
「
矛
盾
し
な
け
れ
ば
存

在
す
る
と
し
て
も
、
ち
っ
と
も
か
ま
わ

な
い
」
と
い
う
基
本
思
想
こ
そ
が
、
か

の
カ
ン
ト
ー
ル
を
し
て
「
数
学
の
本
質

は
ま
さ
に
そ
の
自
由
性
に
存
す
る
」
と

言
わ
し
め
た
。

　

人
間
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
以

上
、数
学
も
時
代
の
制
約
を
免
れ
な
い
。

非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
「
ま
っ
た

く
同
時
に
、
し
か
も
独
立
に
、
三
人
の

数
学
者
の
頭
脳
に
宿
っ
た
」
こ
と
は
、

そ
れ
が
個
人
で
は
な
く
時
代
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
か
ら
だ
と

い
う
著
者
の
指
摘
は
じ
つ
に
的
を
射
て

い
る
。
ま
た
人
間
そ
の
も
の
の
性
向
か

ら
生
じ
る
制
約
も
あ
る
。
著
者
は
「
古

代
の
人
間
ば
か
り
で
な
く
、
ニ
ュ
ー
ト

ン
や
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
よ
う
な
人

で
す
ら
、
安
定
し
た
宇
宙
と
い
う
概
念

に
執
着
」
し
た
、「
人
間
は
な
ぜ
か
、

絶
対
的
な
も
の
、
安
定
し
た
も
の
に
拠

り
所
を
見
つ
け
た
が
る
」
と
人
間
の
保

守
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

他
方
で
著
者
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
自

然
の
法
則
だ
と
か
、
神
だ
と
か
、
そ
う

い
う
超
越
的
な
存
在
を
あ
て
に
せ
ず
」

「
絶
対
真
の
世
界
を
作
り
上
げ
よ
う
と

努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
雄
々
し

い
。
著
者
は
神
仏
に
頼
る
の
は
き
ら
い

の
よ
う
だ
。
し
か
し
数
学
者
た
ち
が
思

惟
の
世
界
に
お
い
て
、
他
の
自
然
科
学

の
よ
う
な
「
近
似
的
に
正
し
く
実
用
的

な
」
科
学
で
は
な
く
、「
自
然
の
理
と

は
独
立
な
、
矛
盾
の
な
い
、
し
か
も
す

べ
て
を
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
完
璧

な
数
学
の
体
系
」
を
求
め
て
い
る
心
情

は
、
安
定
し
た
宇
宙
に
執
着
し
た
物
理

学
者
た
ち
の
そ
れ
と
、
ど
こ
か
通
底
し

て
い
る
。
あ
る
い
は
人
文
・
社
会
科
学

者
が
「
客
観
性
」
や
「
普
遍
性
」
を
追

求
す
る
心
情
と
も
、
似
通
っ
て
い
る
。

完
全
な
論
理
の
世
界
だ
け
に
生
き
る
数

学
者
に
と
っ
て
も
、
例
の
「
拠
り
所
」

願
望
は
抜
き
が
た
い
よ
う
だ
。

　

ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
に
よ
っ

て
「
現
代
数
学
は
自
身
の
無
矛
盾
性
を

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う

結
論
を
得
た
数
学
者
た
ち
は
、
こ
こ
で

ま
た
「
絶
対
真
」
を
希
求
し
て
き
た
前

近
代
以
降
の
数
学
を
見
直
す
機
会
に
直

面
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
数
学

と
い
う
学
問
の
相
対
的
な
位
置
づ
け
に

つ
い
て
『
無
限
…
』
は
多
く
を
語
っ
て

い
な
い
も
の
の
、
著
者
は
別
の
本
の
な

か
で
「
宇
宙
の
ど
こ
へ
行
っ
て
も
知
的

生
物
は
表
現
こ
そ
違
え
、
み
な
同
じ
数

学
を
持
つ
は
ず
だ
と
い
う
説
は
、
人
間

中
心
主
義
の
た
わ
ご
と
」
と
語
っ
て
い

る
か
ら
、
数
学
は
人
間
と
い
う
生
物
の

脳
が
認
識
す
る
様
式
の
範
囲
に
お
い
て

最
大
限
の
合
理
性
を
追
求
す
る
学
問
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　
『
無
限
…
』
を
読
ん
で
、
畢
竟
、
あ

ら
ゆ
る
学
問
は
混
沌
と
し
た
世
界
を
な

ん
と
か
秩
序
立
て
て
認
識
し
よ
う
と
す

る
人
類
の
努
力
が
作
り
出
し
た
方
法
論

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
豊
か
な
多
様
性
が

存
在
し
て
い
る
と
思
い
至
っ
た
。
だ
か

ら
こ
そ
数
学
の
合
理
性
に
す
ら
留
保
が

つ
く
。「
客
観
的
な
歴
史
的
事
実
な
ど

な
い
」
と
言
い
切
る
カ
ー
は
、
も
ち
ろ

ん
現
代
数
学
の
最
高
峰
を
極
め
た
わ
け

で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
奇
し
く
も
同
じ

結
論
を
導
き
出
し
た
。
人
間
の
思
考
を

含
む
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
時
空
を
超
越
し

て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

歴
史
学
の
世
界
観
は
、二
〇
世
紀
の「
科

学
の
時
代
」
を
超
え
て
、
再
評
価
さ
れ

る
時
期
が
来
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
。

　

以
上
の
三
冊
は
一
見
な
ん
の
関
連
も

な
さ
そ
う
だ
が
、
私
の
研
究
者
人
生
に

大
き
な
影
響
と
喜
び
を
与
え
て
く
れ
た

書
物
で
あ
る
。
自
分
が
向
き
合
う
研
究

対
象
と
方
法
論
を
相
対
化
す
る
う
え
で

大
い
に
教
え
ら
れ
た
こ
の
三
冊
に
は
、

共
通
す
る
い
ま
ひ
と
つ
の
特
質
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
言
語
も
文
体
も
異
な
る

が
、
い
ず
れ
も
豊
か
な
表
現
力
と
明
快

な
語
彙
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。

（
い
わ
さ
き　

よ
う
こ
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

中
東
研
究
グ
ル
ー
プ
﹇
イ
ラ
ン
経

済
制
度
史
﹈）
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