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「
学
際
的
研
究
」
で
損
す
る
こ
と
、

得
す
る
こ
と

竹　
沢　
泰　
子

　
数
年
前
、
ア
メ
リ
カ
東
海
岸
の
あ
る
名
門
大
学
で
開
催
さ
れ

た
研
究
セ
ミ
ナ
ー
に
、
一
聴
衆
と
し
て
参
加
し
た
時
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
日
の
テ
ー
マ
は
「
学
際
的
研
究
」
で
、
壇
上
に
並

ん
だ
教
授
陣
が
そ
の
是
非
に
つ
い
て
順
番
に
見
解
を
述
べ
る
と

い
う
企
画
で
あ
っ
た
。
通
常
は
、
一
人
二
人
は
違
っ
た
見
解
を

発
言
す
る
も
の
だ
が
、
こ
の
日
は
驚
い
た
こ
と
に
、
四
名
の
登

壇
者
全
員
が
、
学
際
的
研
究
は
し
な
い
方
が
い
い
、
と
若
手
研

究
者
に
諭
す
か
の
よ
う
に
次
々
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。
名
門
大

ゆ
え
に
学
問
に
も
保
守
的
な
の
か
と
少
々
違
和
感
を
覚
え
た
。

　
日
本
の
研
究
機
関
に
お
け
る
共
同
研
究
の
雛
形
を
創
っ
た
と

い
わ
れ
る
人
文
科
学
研
究
所
は
、
異
分
野
の
研
究
者
が
集
い
、

互
い
の
専
門
領
域
を
超
え
て
議
論
を
交
わ
す
場
と
し
て
長
い
歴

史
を
刻
ん
で
き
た
。
そ
れ
が
人
文
研
の
看
板
で
あ
る
。
や
や
手

垢
の
つ
い
た
感
は
あ
る
が
、
今
日
流
に
言
う
と
「
学
際
的
研

究
」
あ
る
い
は
「
分
野
横
断
的
研
究
」
に
よ
っ
て
、
何
が
も
た

ら
さ
れ
、
一
方
で
ど
の
よ
う
な
困
難
を
伴
う
の
か
、
私
な
り
の

解
釈
で
こ
の
機
会
に
整
理
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
冒
頭
の
事
例
は
、
個
人
研
究
を
念
頭
に
お
い
た
見
解
で
あ
り
、

共
同
研
究
に
な
る
と
話
が
違
う
。
し
か
し
そ
れ
が
抱
え
る
困
難

さ
は
、
共
同
研
究
と
無
縁
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

「
学
際
的
研
究
」
に
は
華
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
い
が

ち
だ
が
、
そ
の
蔭
で
各
班
長
は
そ
れ
な
り
の
苦
労
を
強
い
ら
れ

て
い
る
。

　
専
門
の
異
な
る
研
究
者
同
士
で
前
提
と
な
る
も
の
が
異
な
り
、

議
論
が
噛
み
合
わ
な
い
こ
と
は
当
然
な
が
ら
生
じ
う
る
。
そ
れ

は
織
り
込
み
済
み
だ
。
そ
れ
以
外
で
、
研
究
成
果
を
論
文
集
等

で
発
表
す
る
時
、
学
際
的
研
究
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
損
を
す

る
」
と
毎
回
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
一
つ
の
例
が
学

会
誌
の
書
評
で
あ
る
。
書
評
は
相
手
が
勝
手
に
企
画
し
て
く
れ

る
こ
と
も
あ
る
が
、
制
度
的
に
こ
ち
ら
が
依
頼
し
て
初
め
て
扱

わ
れ
る
学
会
も
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
学
会
誌
に
よ
っ
て
は
、

執
筆
者
の
○
分
の
△
以
上
が
学
会
員
で
あ
る
こ
と
、
と
い
っ
た

規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
学
会
誌
以
外
の
学
術
雑
誌
で
あ
っ

て
も
、
〜
学
、
あ
る
い
は
〜
地
域
研
究
だ
け
で
は
な
い
の
で
、

と
い
う
理
由
で
除
外
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
学
際
的

研
究
を
誇
る
学
会
に
加
入
す
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
得
て
し
て
歴

史
が
浅
く
、
ま
た
学
際
的
研
究
の
方
向
性
自
体
も
少
し
異
な
る

気
が
し
て
、
私
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
躊
躇
し
て
き
た
と
い
う
経

緯
が
あ
る
。
同
様
に
、
単
一
学
会
内
で
の
評
価
に
関
し
て
も
、

二
、
三
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
と
ど
ま
る
場
合
と
、
よ
り
広
範
囲
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な
学
際
的
研
究
に
取
り
組
む
場
合
と
で
は
、
評
価
の
強
弱
も
異

な
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
単
著
や
共
著
の
成
果
を
国
際
学
術
雑
誌
で
発
表
し
た
い

時
も
、
学
際
的
研
究
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
査
読
で
苦
労
す

る
場
合
が
あ
る
。
ハ
ー
ド
ル
以
前
に
、
そ
も
そ
も
ゴ
ー
ル
へ
と

つ
な
が
る
入
口
を
見
つ
け
出
す
こ
と
自
体
が
容
易
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
問
題
設
定
や
理
論
的
貢
献
が
文
化
人
類
学
や
社
会
学

に
あ
り
、
中
身
が
歴
史
学
的
研
究
で
あ
れ
ば
、
歴
史
学
の
雑
誌

で
は
一
次
資
料
を
使
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
人
類
学
や

社
会
学
の
雑
誌
で
は
現
代
を
直
接
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由

で
、
雑
誌
の
性
格
に
合
わ
な
い
と
み
な
さ
れ
が
ち
だ
。
こ
れ
が

既
存
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
や
地
域
研
究
内
に
収
ま
る
内
容
で
あ
れ

ば
ま
っ
た
く
違
う
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
軽
く
は
な
い
ハ
ン
デ
ィ
を
抱
え
な
が
ら
も
、

学
際
的
研
究
に
対
し
て
そ
れ
な
り
の
評
価
が
定
着
し
て
い
る
の

は
、
そ
れ
を
越
え
る
「
得
す
る
こ
と
」
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

そ
の
一
番
の
醍
醐
味
は
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
融
合
や
連
携
か
ら

新
し
い
学
問
や
研
究
テ
ー
マ
が
拓
か
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

　
た
と
え
ば
、
人
種
研
で
は
、
被
差
別
部
落
も
日
本
に
お
い
て

人
種
化
さ
れ
て
き
た
集
団
の
一
つ
で
あ
る
と
定
義
し
て
積
極
的

に
扱
っ
て
き
た
。
こ
の
間
の
過
程
に
お
い
て
、
人
種
表
象
で
論

文
集
を
編
ん
だ
際
に
は
、
近
代
部
落
史
の
研
究
者
が
映
画
『
橋

の
な
い
川
』
で
の
部
落
表
象
を
取
り
上
げ
、
歴
史
資
料
を
追
い

な
が
ら
、
そ
れ
が
招
い
た
論
争
と
そ
の
時
代
的
社
会
的
背
景
を

丹
念
に
読
み
解
い
た
。
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
映
画
研
究
者
が
、

可
視
性
と
不
可
視
性
を
テ
ー
マ
と
し
た
次
の
論
文
集
に
お
い
て
、

初
め
て
被
差
別
部
落
の
映
画
に
挑
ん
だ
。『
破
壊
』
や
『
橋
の

な
い
川
』
に
お
け
る
監
督
や
俳
優
の
立ポ

ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

場
性
、「
見
え
な
い

人
種
」
の
表
象
ゆ
え
の
困
難
さ
な
ど
、
新
し
い
視
点
が
そ
の
論

考
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
ま
た
社
会
運
動
が
元
来
の
専
門

家
だ
っ
た
別
の
部
落
史
研
究
家
は
、
人
種
研
の
科
学
史
や
自
然

人
類
学
者
ら
と
の
対
話
も
参
考
に
し
て
、
被
差
別
部
落
に
対
す

る
優
生
学
的
性
質
を
帯
び
た
社
会
事
業
に
つ
い
て
論
文
を
寄
稿

し
て
く
れ
た
。
い
ず
れ
も
そ
れ
ま
で
の
部
落
史
研
究
や
映
画
研

究
、
科
学
史
研
究
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
新
し
い
成
果
で
あ
る
。

　
昨
年
一
二
月
に
開
催
し
た
日
系
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
ア
ー
ト
に

関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、
ア
ー
ト
と
ト
ラ
ン

ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
や
移
民
研
究
の
出
会
い
に
よ
っ
て
新

鮮
で
先
端
的
な
議
論
が
誕
生
し
た
。「
マ
イ
ナ
ー
・
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
国
民
国
家
を
ま
た
ぐ
越
境
移
民
た

ち
同
士
の
あ
る
い
は
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
の
ヨ
コ
の
関
係
性

を
、
主
流
派
集
団
と
少
数
派
集
団
と
い
う
タ
テ
の
関
係
性
よ
り

も
重
視
す
る
こ
の
新
し
い
概
念
を
ア
ー
ト
に
当
て
は
め
た
場
合
、

何
が
見
え
る
か
を
日
・
米
・
伯
（
沖
縄
系
・
韓
国
系
を
含
む
）

の
研
究
者
ら
で
論
じ
合
っ
た
。
あ
る
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
よ
る
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と
、
美
術
史
で
は
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

テ
ー
マ
だ
と
い
う
。
日
系
移
民
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
、
移

住
先
で
先
住
民
や
ア
フ
リ
カ
系
、
他
の
ア
ジ
ア
系
移
民
や
南
米

系
移
民
た
ち
と
遭
遇
し
た
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
新
し
い
ア
ー

ト
を
創
造
し
た
の
か
、
概
念
を
援
用
さ
せ
る
こ
と
で
先
鋭
化
し

て
浮
か
び
上
が
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
こ
う
し
て
研
究
班
の
な
か
の
多
種
多
様
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

お
世
話
す
る
私
は
、
学
際
的
研
究
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
学

問
の
旅
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
す
べ
て
に
通
底
す
る
根
源

的
な
問
い
は
、
人
間
の
分
類
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

文
化
人
類
学
の
真
髄
だ
と
思
っ
て
い
る
。
非
力
の
私
に
は
到
底

手
に
追
え
な
い
問
い
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
旅
先
々
で
の
出

会
い
か
ら
、
新
し
い
旅
路
の
発
見
に
つ
な
が
る
活
力
を
得
て
い

る
。
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