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児
玉
教
授
の
研
究
テ
ー
マ

で
あ
る
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

と
戦
略
経
営
」
は
、
情
報
通

信
分
野
で
の
21
年
間
に
わ
た

る
豊
富
な
実
務
経
験
が
基
礎

に
な
っ
た
。

当
時
の
花
形
だ
っ
た
半
導

体
の
研
究
で
博
士
号
を
取
得

す
る
一
方
、
電
気
工
学
で
産

業
界
の
頂
点
で
あ
る
電
電
公

社
に
就
職
し
た
の
は
、
公
社

か
ら
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
移
行
し
た
ま

さ
に
そ
の
年
。
業
界
に
も
新

時
代
の
波
が
押
し
寄
せ
、
新

た
な
情
報
通
信
ビ
ジ
ネ
ス
に

巡
り
合
う
こ
と
に
な
る
。

米
国
で
パ
ソ
コ
ン
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
登
場
し
た
90

年
代
初
め
に
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
従

来
の
電
話
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
の

大
変
革
に
直
面
し
た
。

そ
し
て
自
身
の
人
生
を
変

え
た
新
組
織
「
マ
ル
チ
メ
デ

ィ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
開
発
部
」
の

一
員
に
。
社
内
の
文
系
・
理

系
の
人
材
を
集
め
た
ク
ロ
ス

フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
組
織

で
、
新
し
い
商
品
や
サ
ー
ビ

ス
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。

忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
「
自

社
が
研
究
開
発
し
た
も
の
を

中
心
に
考
え
る
の
で
は
な

く
、
世
界
中
に
あ
る
優
れ
た

技
術
を
組
み
合
わ
せ
な
が

ら
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
形

に
し
ろ
」
と
釘
を
刺
さ
れ
た

点
。
今
で
い
う
「
オ
ー
プ
ン

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
を
当
時

か
ら
取
り
入
れ
て
、
会
社
全

体
が
本
腰
を
入
れ
て
動
き
出

し
た
。

商
品
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

最
初
に
携
わ
っ
た
の
は

W
i
n
d
o
w
s 

95
対
応

の
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
。

米
国
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と

共
同
開
発
し
た
日
本
の
第
１

号
だ
。
今
で
は
ス
マ
ホ
で
簡

単
に
出
来
る
テ
レ
ビ
会
議
だ

が
、
当
時
は
１
台
19
万
８
千

円
も
し
た
と
い
う
。

そ
の
後
も
社
内
ベ
ン
チ
ャ

ー
を
作
っ
て
商
品
開
発
を
進

め
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

に
挑
戦
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ

に
移
っ
て
か
ら
は
携
帯
電
話

向
け
の
新
し
い
映
像
サ
ー
ビ

ス
の
開
発
に
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
携
帯

画
面
を
４
分
割
す
る
ビ
ジ
ュ

ア
ル
会
議
の
開
発
を
３
年
間

か
け
て
成
功
さ
せ
、
米

国
の
R
&
D 

1
0
0 

A
w
a
r
d
を
受
賞
。

そ
う
し
た
中
で
痛
感

し
た
の
が
、
経
済
発
展

の
一
因
で
あ
る
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
は
イ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
（
発
明
）
と
違

う
と
い
う
点
。
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
は
商
品
化
を
実
現

し
、
世
の
中
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
普
及
す
る
ま
で
を
視
野

に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
成
功

さ
せ
る
秘
訣
を
探
る
べ
く
、

国
内
外
の
企
業
と
協
業
す
る

中
、
次
第
に
経
営
学
が
面
白

く
な
っ
て
い
く
。
当
初
は
自

主
的
な
研
究
だ
っ
た
が
、
現

場
に
転
が
る
経
営
学
の
題
材

を
自
分
な
り
に
解
釈
・
理
論

化
し
て
論
文
に
ま
と
め
、
欧

米
の
学
術
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
発

表
し
て
き
た
。

45
歳
で
大
学
教
授
に
転
身

本
学
の
商
学
部
教
授
へ
の

転
身
は
45
歳
の
時
。
研
究
や

論
文
執
筆
は
昔
か
ら
好
き
で

あ
り
、
研
究
を
仕
事
に
し
た

い
と
の
思
い
が
あ
っ
た
。
さ

ら
に
自
身
が
長
年
研
究
し
て

き
た
こ
と
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
実

務
で
学
ん
だ
経
験
を
若
い
世

代
に
伝
え
て
い
き
た
か
っ
た

そ
う
だ
。

現
在
で
も
海
外
で
の
学
術

論
文
や
学
術
書
の
出
版
を
積

極
的
に
続
け
て
お
り
、
最
近

で
は
商
学
部
に
医
学
部
、
薬

学
部
の
教
授
ら
６
人
が
学
部

の
枠
を
超
え
て
結
集
し
た

「
ラ
イ
フ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
実
現
す
る
経
営
革
新
モ
デ

ル
」
の
研
究
を
、
研
究
代
表

者
と
し
て
リ
ー
ド
。
こ
ち
ら

は
本
学
の
学
術
研
究
助
成
金

を
得
た
２
年
間
の
研
究
で
、

そ
の
成
果
は
人
文
・
社
会
科

学
系
分
野
で
世
界
的
に
も
著

名
な
英
国
大
手
出
版
社
の

「
R
o
u
t
l
e
d
g
e
」

か
ら
一
昨
年
に
出
版
さ
れ
た

学
術
書
だ
。

一
方
、
児
玉
ゼ
ミ
に
参
加

す
る
学
生
は
２
年
生
か
ら
４

年
生
ま
で
合
計
69
人
と
、
他

の
ゼ
ミ
の
２
倍
近
く
が
在
籍

す
る
。

４
人
チ
ー
ム
で
構
成
す
る

グ
ル
ー
プ
作
業
を
主
流
に
し

て
い
る
た
め
で
、
社
会
に
出

て
か
ら
は
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が

大
事
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
や
協
同
作
業
の
能
力
を
身

に
つ
け
さ
せ
る
狙
い
だ
。

ゼ
ミ
で
は
自
分
達
で
実
際

の
企
業
の
商
品
を
調
べ
て
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ケ
ー
ス
を

発
表
し
た
り
、
チ
ー
ム
同
士

で
の
議
論
を
活
発
に
重
ね

る
。Ｎ

Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
が
一
世
を

風
靡
し
た
ｉ
モ
ー
ド
で
は
、

多
彩
な
人
材
を
集
め
た
チ
ー

ム
に
よ
る
議
論
か
ら
新
た
な

コ
ン
セ
プ
ト
が
生
ま
れ
た
と

い
う
。
教
授
の
教
育
法
は
そ

う
し
た
実
務
経
験
と
研
究
成

果
の
実
践
論
で
も
あ
る
。

大
学
時
代
は
日
本
文
学
を

専
攻
し
、
明
治
時
代
の
歌

人
・
石
川
啄
木
を
研
究
テ
ー

マ
と
し
て
き
た
安
元
教
授
。

そ
こ
に
「
ロ
シ
ア
」
と
い
う

新
た
な
研
究
ワ
ー
ド
が
加
わ

っ
た
き
っ
か
け
も
、
や
は
り

啄
木
だ
っ
た
。

啄
木
が
、
日
露
戦
争
で
没

し
た
マ
カ
ロ
フ
提
督
を
し
の

ん
で
書
い
た
『
マ
カ
ロ
フ
提

督
追
悼
の
詩
』。
約
20
年
前

の
あ
る
日
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ

ル
ブ
ル
ク
沖
合
の
軍
港
の

島
・
ク
ロ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
に

立
つ
マ
カ
ロ
フ
提
督
像
に
、

啄
木
の
詩
の
一
節
が
刻
ま
れ

て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が

日
本
に
伝
わ
っ
た
。

啄
木
の
作
品
が
ロ
シ
ア
の

人
々
に
も
愛
さ
れ
て
い
た
の

は
事
実
だ
が
、「
敵
国
の
詩

人
の
詩
を
像
に
刻
ん
だ
経
緯

が
気
に
な
っ
た
」
安
元
教
授

は
現
地
調
査
を
敢
行
。
し
か

し
、像
に
刻
ま
れ
た
詩
は「
啄

木
と
は
別
人
の
作
」
と
直
感

し
、
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め

に
再
度
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ

ル
ク
に
渡
り
、
図
書
館
に
こ

も
っ
て
調
査
を
し
た
。
そ
の

結
果
、
マ
カ
ロ
フ
の
死
の
約

１
週
間
後
、
現
地
の
新
聞
に

投
稿
さ
れ
た
読
者
の
詩
で
あ

っ
た
こ
と
を
突
き
止
め
、
調

査
の
経
緯
を
論
文
に
ま
と
め

て
発
表
し
た
。

証
言
が
文
学
に
変
わ
る
時

こ
の
調
査
を
機
に
ロ
シ
ア

と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
安
元
教
授
は
以

降
、
毎
年
ゼ
ミ
の
学
生
を
連

れ
て
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル

ク
を
訪
れ
、
現
地
の
学
生
と

の
交
流
会
や
意
見
交
換
会
を

開
催
。
国
際
関
係
学
部
の
学

部
祭
で
は
、
主
に
日
露
交
流

に
関
す
る
ゼ
ミ
の
研
究
成
果

を
広
く
三
島
市
民
に
向
け
て

発
信
す
る
こ
と
が
恒
例
と
な

っ
た
。
昨
年
は
チ
ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
と
福
島
の
原
子
力
発
電

所
事
故
の
現
在
に
つ
い
て
取

り
上
げ
て
い
る
。

安
元
教
授
は
、
こ
こ
数

年
、
文
学
が
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ

リ
原
発
事
故
を
ど
の
よ
う
に

描
い
て
き
た
の
か
を
研
究
す

る
中
で
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
の
女

性
作
家
ス
ベ
ト
ラ
ー
ナ
・
ア

レ
ク
シ
エ
ー
ビ
ッ
チ
の
著
作

『
チ
ェ
ル
ノ

ブ
イ
リ
の
祈

り
』
に
大
い

な
る
感
銘
を

受
け
る
。

「
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
の

事
故
を
科
学
的
に
検
証
し
た

り
、
時
系
列
的
に
記
録
し
た

も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

が
、
ア
レ
ク
シ
エ
ー
ビ
ッ
チ

は
事
故
を
再
現
す
る
の
で
は

な
く
、
多
く
の
無
名
の
市
民

た
ち
の
証
言
を
集
め
て
、

人
々
が
あ
の
事
故
を
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
、
ど
の
よ
う

に
変
わ
っ
た
の
か
に
注
目

し
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
を
哲

学
し
て
い
る
。『
あ
れ
は
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
の
仕
事
だ
』
と

い
う
声
も
あ
り
ま
す
が
、
私

は
そ
こ
に
確
固
た
る
文
学
性

が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
」

ア
レ
ク
シ
エ
ー
ビ
ッ
チ
に

関
す
る
研
究
テ
ー
マ
は
「
証

言
が
文
学
に
変
わ
る
時
」。

他
の
証
言
集
と
の
違
い
は
何

な
の
か
、
証
言
を
「
文
学
」

に
変
え
る
彼
女
の
著
作
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
、
よ
り
深
く
解

明
し
て
い
き
た
い
と
語
る
。

「
ア
レ
ク
シ
エ
ー
ビ
ッ
チ

の
著
作
は
す
べ
て
証
言
集

で
、
初
期
の
作
品
に
は
イ
ン

タ
ビ
ュ
ア
ー
と
し
て
の
彼
女

の
言
葉
が
入
っ
て
い
る
の
で

す
が
、『
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

～
』
で
は
ま
っ
た
く
そ
の
姿

を
消
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も

構
成
や
章
立
て
か
ら
、
明
ら

か
な
作
家
の
主
張
が
伝
わ
っ

て
き
ま
す
」

キ
ー
ワ
ー
ド
は〝
愛
〟

彼
女
の
著
作
に
共
通
し
て

い
る
の
は
「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

に
満
ち
た
旧
ソ
連
の
あ
り
方

か
ら
個
に
目
覚
め
、
歩
み
出

そ
う
と
す
る
人
々
を
描
い
て

い
る
こ
と
」
だ
と
い
う
。

「
ど
の
著
作
も
す
ば
ら
し

い
と
思
い
ま
す
。
第
二
次
世

界
大
戦
で
従
軍
し
た
女
性
兵

士
た
ち
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

た
『
戦
争
は
女
の
顔
を
し
て

い
な
い
』
で
は
、
女
性
た
ち

の
戦
争
の
実
態
が
生
々
し
く

再
現
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
以
上
に
〝
人
間
〟
で
あ
る

こ
と
の
尊
厳
を
強
く
感
じ
さ

せ
ら
れ
ま
す
」

祖
国
ベ
ラ
ル
ー
シ
で
は
ル

カ
シ
ェ
ン
コ
大
統
領
の
独
裁

政
権
下
で
言
論
統
制
が
続

き
、
ア
レ
ク
シ
エ
ー
ビ
ッ
チ

は
国
を
離
れ
ざ
る
を
え
な
い

時
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
著
作

は
2
0
1
5
年
「
多
声
的

な
叙
述
に
よ
る
我
々
の
時
代

の
苦
難
と
勇
気
の
記
念
碑
」

と
し
て
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞

を
受
賞
し
た
。

「
ア
レ
ク
シ
エ
ー
ビ
ッ
チ

を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
は

〝
愛
〟
だ
と
思
い
ま
す
。
ど

ん
な
状
況
下
で
も
希
望
を
失

わ
ず
〝
人
間
〟
で
あ
り
続
け

る
こ
と
。
そ
し
て
、
人
間
の

〝
愛
〟
に
よ
っ
て
世
界
を
よ

い
方
向
に
導
き
た
い
と
い
う

思
い
が
ど
の
著
作
に
も
流
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
多
く

の
人
に
伝
え
た
い
で
す
ね
」
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Edward Elgar、Springer、Imperial College 
Press、Peter Lang等)や学術誌(LRP、OS、JMS
等)に著書や論文を多数発表。岐阜県出身。59歳。
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