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O
研
究
と
は
何
か
。

研
究
と
は
、
新
し
い
学
説
を
述
べ
る
か
、
或
は

新
し
い
事
実
を
報
告
す
る
か
、
と
に
か
く
ま
だ
他

の
人
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
な
い
乙
と
を
調
べ
て

発
表
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
研
究
に
は
何
ら

か
の
独
創
性
や
新
奇
性
が
あ
る
。
世
間
で
は
、
先

警
の
著
述
を
読
ん
で
勉
強
す
る
こ
と
を
研
究
と
称

し
て
い
る
人
も
あ
る
が
、
そ
の
程
度
で
は
単
な
る

学
習
で
あ
っ
て
研
究
で
は
な
い
。
学
界
で
は
、
研

究
と
単
な
る
学
習
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
。

例
え
ば
郷
土
の
伝
説
に
興
味
を
持
つ
人
が
、
既

刊
の
郡
誌
や
村
誌
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
そ
の
ま

ま
写
し
て
報
告
し
て
も
、
研
究
と
は
い
わ
れ
な

い
。
ま
だ
誰
に
よ
っ
て
も
報
告
さ
れ
て
い
な
い
伝

杉
原

総

ー寺
田

6の6

特

集
• 

郷

土

説
を
自
分
の
足
と
耳
で
集
め
て
来
た
と
き
、
そ
れ

は
研
究
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
、
誰
か
が
前
に
述

べ
て
い
る
意
見
と
同
じ
こ
と
を
自
分
の
論
文
に
書

い
て
も
、
そ
れ
は
模
倣
ま
た
は
盗
用
で
あ
っ
て
、

研
究
者
の
恥
と
な
る
。
他
の
人
が
既
に
発
表
し
て

い
る
乙
と
を
知
ら
な
い
で
、
同
じ
こ
と
を
書
い
た

場
合
は
、
盗
用
で
は
な
い
が
、
や
は
り
学
者
と
し

て
は
不
注
意
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
論
文
は
新
し

い
研
究
と
し
て
は
取
扱
わ
れ
な
い
。

ラ
ジ
オ
の
地
万
番
組
を
聞
い
て
い
る
と
、
時
折

明
ら
か
に
他
人
の
著
述
を
無
断
借
用
し
て
い
る
人

が
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
著
作
権
侵
害
で
、
研
究
者

の
徳
義
に
反
す
る
。
他
人
の
苦
心
の
研
究
を
自
分

の
知
識
の
よ
う
な
顔
で
放
送
し
た
り
、
物
に
書
い

た
り
し
て
は
い
け
な
い
。

も
ち
ろ
ん
自
分
の
研
究
の
必
要
上
他
人
の
研
究

を
利
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
少
く
な
い
。
そ

の
場
合
は
資
料
の
出
所
を
明
ら
か
に
し
て
引
用
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
学
界
の
常
識
で
あ
り
、
研 研

究

入

門

講

座

究
上
の
先
輩
や
同
僚
に
対
す
る
礼
儀
で
あ
る
。
郷

土
研
究
家
と
自
称
す
る
人
の
中
に
は
、
乙
の
程
度

の
道
徳
を
知
ら
ぬ
人
が
あ
る
の
は
嘆
か
わ
し
い
。

O
研
究
論
文
に
は
ど
ん
な
種
類
が
あ
る
か
。

広
い
意
味
で
論
文
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
に

は
、
論
考
と
資
料
と
か
あ
る
。
論
考
は
狭
義
の
論

文
の
ζ

と
で
あ
っ
て
、
種
々
の
資
料
を
基
礎
に
し

て
、
自
分
の
学
説
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
o

従
っ

て
同
じ
資
料
に
基
づ
き
な
が
ら
対
立
す
る
二
つ
の

学
説
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
論
考
の
資
料

は
、
文
末
に
参
照
文
献
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
。
重

要
で
か
つ
短
い
も
の
は
直
接
本
文
中
に
引
用
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。

報
告
と
は
自
分
が
調
査
し
た
事
実
を
詳
細
に
述

ぺ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
乙
れ
は
な
る
べ
く
正

確
に
か
つ
客
観
的
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
物
に
よ
っ
て
は
写
真
、
地
図
、
統
計
表
な
ど

が
つ
く
。
県
教
育
委
員
会
発
行
の
「
文
化
財
調
査

報
告
」
が
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
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研
究
者
の
中
に
は
、
自
分
の
調
査
事
項
と
一
し

ょ
に
、
既
に
他
の
人
が
報
告
し
た
こ
と
を
再
録
し

て
い
る
人
が
あ
る
。
一
つ
の
報
告
の
中
に
辞
書
的

に
多
数
集
め
て
あ
る
こ
と
は
便
利
な
と
と
も
あ
る

が
、
他
の
著
述
に
出
て
い
る
ζ

と
を
ま
た
読
ま
さ

れ
る
の
は
無
駄
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な
も
の
は
、

も
ち
ろ
ん
研
究
と
は
い
わ
れ
な
い
。

O
文
献
作
業
は
必
要
で
あ
る
。

き
て
何
か
あ
る
問
題
に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
と

決
心
し
た
と
き
は
、
先
ず
最
初
に
文
献
作
業
が
必

要
で
あ
る
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
既
に
ど
れ
だ
け

の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
か
調
べ
る
こ
と
で
あ

る
。
学
者
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
専
門
領
域
に
お
い

て
文
献
収
集
に
非
常
な
苦
心
を
し
て
い
る
。
本
誌

の
会
員
は
必
し
も
専
門
的
学
者
で
は
な
い
か
ら
、

あ
ま
り
苦
労
を
す
る
時
間
的
余
裕
は
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
で
も
あ
る
程
度
の
努
力
を
怠
っ
て
い

け
な
い
。

文
献
作
業
は
な
ぜ
必
要
で
あ
る
か
。
他
人
が
既

に
研
威
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
自
分
が
ま

た
金
と
時
閣
を
か
け
て
同
じ
研
究
を
く
り
返
す
の

は
無
駄
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
輩
が
研
究
し
て
く
れ

た
乙
と
を
足
場
に
し
て
、
更
に
そ
れ
よ
り
も
深
い

研
究
を
す
る
こ
と
が
能
率
的
で
も
あ
り
、
か
つ
は

学
問
進
歩
の
常
道
で
あ
る
。
時
に
は
既
に
す
ぐ
れ

た
資
料
や
学
説
が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ

を
知
ら
ず
し
て
見
当
違
い
の
論
考
を
述
べ
て
恥
を

か
く
こ
と
も
あ
ろ
う
。

私
は
ひ
と
の
論
文
を
読
む
と
き
、
文
末
の
参
照

文
献
に
注
目
す
る
。
そ
の
問
題
に
つ
き
当
然
読
む

べ
き
文
献
も
読
ん
で
い
な
い
よ
う
で
は
、
論
文
と

し
て
だ
い
た
い
失
格
で
あ
る
。
郷
土
研
究
家
と
し

て
県
下
で
有
名
な
人
の
書
い
た
も
の
に
も
、
文
献

作
業
の
す
こ
ぶ
る
お
粗
末
な
の
が
あ
る
。
そ
の
人

の
研
究
不
足
が
わ
か
る
。

研
究
に
必
要
な
文
献
の
調
査
や
収
集
は
ふ
だ
ん

か
ら
心
が
け
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
初
心
の
人

は
さ
し
あ
た
り
「
福
井
県
郷
土
研
究
室
田
目
」
を
見

る
が
よ
い
。
県
立
図
書
館
発
行
で
、
私
が
編
集
し

た
も
の
で
あ
る
。
約
七
千
点
の
文
献
が
収
載
さ
れ

て
い
る
。
ま
だ
禾
十
分
で
あ
る
が
、
一
応
こ
れ
を

基
礎
に
し
て
、
乙
れ
に
洩
れ
て
い
る
も
の
や
そ
の

後
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
を
補
充
す
れ
ば
よ
い
。

文
献
が
あ
る
ζ

と
が
わ
か
っ
て
も
、
そ
れ
ら
}
実

際
に
入
手
し
て
読

b
こ
と
は
か
な
り
閑
難
で
あ

る
。
し
か
し
最
近
は
写
真
複
製
の
技
術
が
発
達
し

た
た
め
、
文
献
収
集
が
比
較
的
容
易
に
な
っ
た
。

遠
隔
地
の
大
学
や
図
書
館
に
あ
る
文
献
は
フ
ィ
ル

ム
に
写
し
て
送
っ
て
も
ら
え
る
。
，
も
っ
と
も
多
少

金
は
か
か
る
が
、
研
究
に
あ
る
程
度
の
経
費
が
い

る
の
は
仕
方
な
い
。

O
何
を
研
究
す
べ
き
か
。

趣
味
と
し
て
郷
土
研
究
を
す
る
場
合
、
二
つ
の

方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
、
地
域
を
自
分
の
居
住
す

る
市
町
村
と
か
、
学
問
的
に
興
味
の
あ
る
特
定
地

区
と
か
に
限
定
l

て
、
そ
の
地
域
内
の
こ
と
を
何

で
も
一
通
り
調
べ
る
や
り
万
で
あ
る
。
こ
の
場
合

は
、
地
域
に
対
す
る
愛
郷
心
や
そ
の
地
域
内
に
居

住
し
て
い
る
便
利
さ
が
相
ま
っ
て
相
当
効
果
を
あ

げ
う
る
。
し
か
し
時
と
し
て
は
視
野
が
狭
く
、
郷

土
自
慢
と
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
、
考
古
学
と
か
民
俗
学
と
か
、
領

域
を
限
定
し
て
、
全
県
下
的
に
研
究
す
る
こ
と
で

あ
る
。
乙
れ
は
更
に
研
究
領
域
を
限
定
し
て
、
例

え
ば
百
姓
一
授
だ
け
と
か
、
橋
本
左
内
だ
け
と

か
、
民
俗
芸
能
だ
け
と
か
に
す
れ
ば
、
ず
っ
と
専

同
化
さ
れ
、
県
外
の
同
好
者
と
連
絡
し
て
全
国
的

視
野
で
研
究
を
楽
し
む
ζ

と
も
で
き
る
。

我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
本
業
が
あ
っ
て
忙
し
い
の
で

あ
る
か
ら
、
あ
れ
も
と
れ
も
に
手
を
つ
け
る
よ
り

も
、
研
究
地
域
を
う
ん
と
狭
く
す
る
か
、
研
究
問

題
を
思
い
切
っ
て
特
殊
化
す
る
方
が
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
ア
マ
チ
ュ
ア
研
究
で

も
、
学
問
的
に
は
相
当
質
の
高
い
も
の
が
で
き
よ

〉
叶
ノ
。
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