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国
内
外
の
研
究
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
サ
ル
ト
ル
の
専
門
家
が
上

梓
し
た
論
文
集
成
で
あ
る
。「
は
じ
め
に
」
に
よ
れ
ば
本
書
は
「
全

体
を
通
し
て
文
学
と
哲
学
が
分
有
す
る
い
く
つ
か
の
稜
線
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
生
き
る
こ
と
、
死
ぬ
こ
と
、

書
く
こ
と
、
読
む
こ
と
、
語
る
こ
と
、
考
え
る
こ
と
、
共
に
あ
る
こ

と
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
い
わ
ば
実
存
的
な
問
い
に
、
二
十
世

紀
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
哲
学
が
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
し
て
ま
た
共
に
ど
の

よ
う
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
か
、
そ
の
一
端
な
り
と
も
で
も
素
描
で

き
れ
ば
と
考
え
る
」（
ⅸ
頁
）。

　

本
書
は
二
部
構
成
だ
が
、
一
貫
し
て
サ
ル
ト
ル
が
主
軸
を
な
す
。

第
Ｉ
部
「
同
時
代
を
生
き
る
」
で
は
各
章
ご
と
に
サ
ル
ト
ル
と
時
代

を
と
も
に
し
た
書
き
手
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
サ
ル
ト
ル
と
の
対
比
的

考
察
が
進
め
ら
れ
る
。
第
Ⅱ
部
「
サ
ル
ト
ル
の
提
起
す
る
問
い
」
で

は
重
要
な
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
章
が
立
て
ら
れ
、
新
た
な
情
報
提
供
の

も
と
に
新
鮮
な
展
望
が
開
か
れ
る
。

　

全
編
通
し
て
著
者
の
論
調
は
公
平
で
、
抑
制
が
き
い
て
い
る
。
サ

ル
ト
ル
に
一
方
的
に
肩
入
れ
せ
ず
、
居
並
ぶ
彼
の
論
敵
を
悪
玉
扱
い

す
る
こ
と
も
な
い
。
さ
り
と
て
、
あ
れ
も
よ
し
こ
れ
も
よ
し
の
、
毒

に
も
薬
に
も
な
ら
な
い
相
対
主
義
と
は
異
な
り
、サ
ル
ト
ル
を
含
め
、

灰
汁
の
強
い
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
の
詳
細
に
ま
で
指
摘
が
及
ぶ
。
人
一

倍
狭
量
で
何
事
に
も
決
め
つ
け
に
か
か
る
「
知
識
人
」
な
る
種
族
の

生
態
で
あ
る
。
一
面
的
な
評
価
貼
り
か
ら
陰
湿
な
刺
激
ま
で
、
私
怨

が
胚
胎
し
て
い
く
様
だ
。
だ
が
そ
こ
か
ら
著
者
は
哲
学
に
と
っ
て
、

い
や
人
間
に
と
っ
て
本
質
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
へ
読
者
を
導

き
、
そ
こ
に
新
た
な
光
を
差
し
込
ま
せ
る
。
章
か
ら
章
へ
読
者
は
見

知
ら
ぬ
思
想
の
風
景
に
接
し
、
い
つ
し
か
「
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
」
を

【
書
評
】

澤
田 
直
『
サ
ル
ト
ル
の
プ
リ
ズ
ム　

二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
思
想
論
』（
二
〇
一
九
年
、
法
政
大
学
出
版
局
）

幾
条
も
の
新
た
な
問
い
か
け
の
光

酒　
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覚
え
、
生
き
生
き
し
た
息
吹
に
感
性
を
そ
よ
が
せ
る
。
こ
れ
は
ほ
か

で
も
な
い
人
間
の
実
存
に
寄
せ
る
著
者
の
偏
り
な
き
情
愛
の
た
め
だ

ろ
う
。

　

具
体
的
に
本
書
を
紹
介
す
る
と
、「
は
じ
め
に
」
で
は
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
哲
学
と
文
学
の
交
流
の
伝
統
が
論
じ
ら
れ
、
双
方
の
分
野

を
積
極
的
に
生
き
た
サ
ル
ト
ル
の
背
景
が
示
さ
れ
る
。
第
一
章
で

は
「
世
代
」
に
固
執
す
る
彼
の
見
方
が
そ
の
裏
面
に
「
時
代
遅
れ
」

の
思
想
形
成
を
抱
え
て
い
た
事
情
が
開
示
さ
れ
、
第
二
章
で
は
サ
ル

ト
ル
の
プ
ル
ー
ス
ト
批
判
の
彼
方
に
「
普
遍
化
可
能
な
独
自
性
の
追

求
」
の
展
望
が
開
か
れ
、そ
こ
で
こ
の
二
人
の
交
差
が
示
唆
さ
れ
る
。

第
三
章
で
は
両
次
大
戦
間
の
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
的
な
環
境
の
な
か
で

ロ
シ
ア
か
ら
ド
イ
ツ
の
哲
学
界
経
由
で
入
っ
て
き
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
・
コ
イ
レ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
紹
介
、
こ
の
実
存
主
義
の
夜
明
け

の
な
か
で
留
学
生
の
九
鬼
周
造
と
新
た
な
思
潮
を
語
り
合
っ
た
若
き

サ
ル
ト
ル
が
紹
介
さ
れ
、
第
四
章
で
は
『
文
学
と
は
何
か
』
に
お
け

る
強
烈
な
ブ
ル
ト
ン
及
び
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
の
批
判
が
新
た
に

他
者
問
題
と
し
て
黒
人
文
化
へ
の
視
点
で
捉
え
な
お
さ
れ
て
い
く
。

第
五
章
で
は
『
内
的
体
験
』
へ
の
酷
評
「
新
た
な
神
秘
家
」
に
端
を

発
す
る
バ
タ
イ
ユ
と
の
応
酬
が
扱
わ
れ
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
両
者
は

「
真
っ
向
か
ら
対
峙
し
、
決
し
て
交
わ
る
こ
と
は
な
」
く
、
こ
れ
は
、

「
バ
タ
イ
ユ
が
、
文
学
を
絶
対
視
し
（「
文
学
は
本
質
的
な
も
の
で
あ

る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
何
も
の
で
も
な
い
」）、
文
学
と
悪
を
同
一

視
し
（「
文
学
の
表
現
す
る
も
の
と
は
、
ま
さ
し
く
悪
―
悪
の
極
限

の
形
態
」）、
文
学
が
「
超
モ
ラ
ルhyperm

orale

」
を
要
求
す
る
と

主
張
す
る
の
に
対
し
、
当
時
の
サ
ル
ト
ル
は
、
単
な
る
悪
の
称
揚
の

立
場
を
捨
て
、
積
極
的
な
モ
ラ
ル
の
構
築
を
目
指
し
、
い
わ
ば
そ
の

先
を
探
究
す
る
か
ら
で
あ
る
」（
一
〇
八
頁
）。
た
だ
し
戦
後
の
バ
タ

イ
ユ
が『
文
学
と
悪
』を
は
じ
め
様
々
な
と
こ
ろ
で「
対
立
物
の
一
致
」

を
統
合
と
は
違
う
交
わ
り
の
境
地
と
し
て
説
い
て
い
た
点
、
そ
し
て

著
者
の
澤
田
氏
自
身
が
本
書
の
末
尾
の
章
で
考
察
し
て
い
る
よ
う
に

サ
ル
ト
ル
に
も
実
体
的
統
合
と
は
別
の
多
元
性
へ
の
志
向
が
萌
芽
し

て
い
た
点
、
さ
ら
な
る
光
を
こ
の
対
立
の
展
望
に
降
り
そ
そ
ぐ
こ
と

が
で
き
そ
う
だ
。
第
六
章
で
は
バ
タ
イ
ユ
と
同
じ
く
激
し
い
対
立
に

至
っ
た
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
と
の
関
係
が
哲
学
と
は
何
か
と
い
う

根
源
の
次
元
に
ま
で
降
り
て
考
察
さ
れ
、
第
七
章
で
は
一
見
し
て
疎

遠
な
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
と
の
近
さ
が
母
親
と
の
共
生
、
リ
ズ
ミ
カ
ル

な
読
書
経
験
の
視
点
か
ら
提
起
さ
れ
る
。
第
八
章
で
は
「
六
八
年
五

月
」
へ
の
サ
ル
ト
ル
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
対

応
が
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
論
か
ら
検
討
さ
れ
（
サ
ル
ト
ル
は
「
溶
解

集
団
」、
ガ
タ
リ
は
「
主
体
集
団
」、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
「
共
通
項
を
持

た
な
い
共
同
体
」）、
最
後
の
第
九
章
で
は
『
物
の
味
方
（Parti-pris�

des�choses

）』
の
詩
人
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ポ
ン
ジ
ュ
を
め
ぐ
っ
て
言

語
論
か
ら
デ
リ
ダ
と
の
対
比
が
試
み
ら
れ
る
。
著
者
曰
く
、「
サ
ル

ト
ル
の
評
論
の
ス
タ
イ
ル
は
、
良
く
も
悪
く
も
、
ひ
と
つ
の
観
点
か
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ら
対
象
と
す
る
作
品
や
作
家
を
明
確
に
切
り
取
り
、
あ
る
角
度
か
ら

そ
れ
に
ア
タ
ッ
ク
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
を
く
っ
き
り

と
浮
き
上
が
ら
せ
る
。
そ
れ
と
は
別
の
角
度
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
サ
ル
ト
ル
は
そ
れ

を
巧
妙
に
や
っ
て
の
け
る
」。
時
局
の
ご
意
見
番
と
し
て
戦
後
フ
ラ

ン
ス
社
会
で
君
臨
し
た
サ
ル
ト
ル
の
原
動
力
が
こ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ

う
。『
知
へ
の
意
志
』の
フ
ー
コ
ー
と
と
も
に
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、

そ
の
光
景
は
、
知
の
人
が
繰
り
出
す
強
力
な
言
説
を
好
ん
で
享
受
し

そ
の
人
を
表
向
き
権
力
の
座
へ
祭
り
上
げ
躍
ら
せ
る
大
衆
と
哲
学
者

と
の
「
戯
れ
」
と
な
ろ
う
か
。
対
す
る
デ
リ
ダ
は
「
周
到
に
こ
の
よ

う
なparti-pris

（
味
方
、
加
担
）
を
避
け
る
。
む
し
ろ
、
作
品
や

作
者
自
身
の
立
場
に
立
つ
と
い
うparti-pris
を
行
う
こ
と
で
多
元

性
を
ど
こ
ま
で
も
保
つ
の
だ
」（
一
九
九
頁
）。
し
か
し
今
や
そ
の
よ

う
な
デ
リ
ダ
の
見
方
さ
え
権
力
を
得
て
い
る
。

　

第
Ⅱ
部
は
五
つ
の
章
か
ら
な
り
、
イ
メ
ー
ジ
論
、
サ
ル
ト
ル
の
テ

ク
ス
ト
・
コ
ー
パ
ス
の
生
成
研
究
、
同
性
愛
、
文
体
論
、
自
伝
の
問

題
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
、
知
ら
れ
ざ
る
サ
ル
ト
ル
の
表
情
が
次
々
に

紙
面
に
浮
上
す
る
。
と
同
時
に
、
あ
の
声
高
の
左
翼
の
旗
手
、
ア
ン

ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
と
状
況
の
哲
学
者
と
い
う
誰
し
も
知
る
サ
ル
ト
ル
像

は
相
対
化
さ
れ
て
い
く
。こ
う
し
た
な
か
で
と
り
わ
け
出
色
な
の
は
、

第
Ⅰ
部
第
六
章
の
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
と
の
対
比
、
第
Ⅱ
部
の
掉

尾
を
飾
る
自
伝
の
章
だ
。

　

著
者
が
引
く
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
発
言
は
意
味
深
長
で
、「
実

存
主
義
と
し
て
開
花
し
よ
う
と
し
て
い
た
思
想
動
向
に
つ
い
て
言
え

ば
、
そ
れ
が
主
観
性
の
幻
影
に
対
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
好
意
的
で

あ
っ
た
た
め
に
、
正
当
な
考
察
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に

私
に
は
思
わ
れ
た
。
単
な
る
個
人
的
悩
み
を
哲
学
問
題
に
ま
で
昇
格

さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
一
種
の
ミ
ー
ハ
ー
向
け
形
而
上
学
に
し
て

し
ま
う
危
険
が
あ
ま
り
に
強
す
ぎ
る
」（『
悲
し
き
熱
帯
』
第
六
章
）。

こ
こ
に
『
野
生
の
思
考
』
で
披
瀝
さ
れ
る
サ
ル
ト
ル
の
『
弁
証
法
的

理
性
批
判
』
へ
の
批
判
が
起
因
す
る
の
だ
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
「
要

す
る
に
、
歴
史
的
認
識
の
う
ち
に
弁
証
法
の
認
識
を
認
め
る
サ
ル
ト

ル
は
、
制
度
、
構
造
、
行
為
の
体
系
の
認
識
を
軽
視
し
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
態
度
の
根
底
に
潜
む
の
は
文
化
を
西
欧
の
歴
史
と
同
一

視
す
る
西
欧
中
心
主
義
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え

る
と
、
実
存
主
義
が
標
榜
す
る
単
独
者
の
思
考
は
偏
狭
な
西
洋
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
実
存

主
義
が
個
々
の
実
存
と
そ
の
意
識
に
根
ざ
し
た
思
想
で
あ
る
の
に
対

し
、
構
造
主
義
は
人
間
が
無
意
識
の
う
ち
に
構
造
に
よ
っ
て
動
か
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
わ
け
で
、
そ
の
発
想
は
ま
さ
に
対
極
に
あ
る
の

だ
」（
一
一
一
～
一
一
二
頁
）。
状
況
を
弁
証
法
的
に
変
革
す
る
そ
の

行
先
が
た
か
だ
か
西
洋
型
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
と
の
サ
ル

ト
ル
批
判
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば
、
ま
た
逆
に
社
会
の
構
造
を
ア
プ
リ

オ
リ
に
優
越
さ
せ
る
静
態
的
認
識
は
現
状
是
認
に
陥
り
や
す
く
、
事
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実
「
六
八
年
五
月
」
で
は
「
構
造
は
街
頭
に
降
り
て
い
か
な
い
」
と

の
批
判
が
教
室
に
板
書
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

著
者
は
し
か
し
本
書
の
最
終
章
で
、
弁
証
法
的
統
合
に
収
ま
ら
な

い
分
裂
志
向
を
初
期
の
サ
ル
ト
ル
に
探
り
あ
て
、
よ
り
顕
著
に
自
伝

的
著
作
『
言
葉
』
か
ら
最
後
の
サ
ル
ト
ル
ま
で
底
流
す
る
と
指
摘
す

る
。「
多
元
的
な
世
界
を
生
き
る
複
数
の
私
」（
三
六
五
頁
）
こ
そ
、

今
後
さ
ら
に
再
認
識
さ
れ
る
べ
き
サ
ル
ト
ル
の
姿
な
の
だ
、
と
。
も

ち
ろ
ん
こ
れ
は
多
元
性
や
複
数
主
義
を
金
科
玉
条
の
ご
と
く
振
り
か

ざ
す
「
知
識
人
」
の
形
而
上
学
を
批
判
し
な
が
ら
の
こ
と
で
あ
り
、

デ
リ
ダ
や
バ
タ
イ
ユ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
根
源
の
動
機
を
体

感
し
つ
つ
の
こ
と
だ
と
思
う
の
だ
が
。


