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は
じ
め
に

「
学
問
と
は
大
学
の
研
究
室
の
中
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。
真
の
学
問
は
私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
の
生
活
の
中
に
あ
る
」

た
の
は
在
野
の
地
理
学
者

で
あ
っ

の
歴
史
・
町
の
歴
史
・

の
驚
史
L

を
提
唱
し
て
、
耕
地

地
割
・
伝
承
を
素
材
と
し
て
「
辺
境
の
長
者
」
(
一
九
五
八
年
)
を
叙
述
し
た
の
は
石
母
田
正
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
こ
の
よ

の
す
ぐ
れ
た

し
く
う
け
と
め
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

の
ま
わ
り
の
歴
史
を
知
り
た
い
と
い
う
人
々

の
要
求
に
対
し
て
、
文
献
史
料
が
残
ら
な
い
こ
と
を
嘆
く
の
み
で
答
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
態
度
は
、

は
た
し
て
真
の
意
味

で
学
問
的
な
も
の
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
文
献
の
世
界
の
み

ι閉
じ
こ
も
る
中
で
え
が
か
れ
る
慶
史
畿
は
、
真
の
歴
史

像
・
民
衆
群
像
に
一
体
ど
こ
迄
接
近
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
私
は
、
「
変
貌
す
る
耕
地
景
観
と
荘
園
史
研
究
L

と
い
う
小
文
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
に
書
き
出
し
た
。

そ
の
時
の
開
題
意

識
は
今
も
少
し
も
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

歴
史
学
は
史
料
に
よ
っ
て
歴
史
事
実
を
証
拠
だ
て
、

そ
し
て
叙
述
す
る

で
あ
る
。

こ
の
場
合
史
料
と
な
る
も
の
は
、

々
C
斗
中

4
4
c

はじめに

ま
で
、
人
々
の
過
去
の
く
ら
し
を
推
察
さ
せ
得
る
も
の
は
、
全
て
史
料
と
な
り
得
る
と
い
っ
て
よ
い
。

あ
る
辞
典
の
「
史
料
学
」
の

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
何
が
史
料
と
去
り
う
る
か
は
、
歴
史
家
が
い
か
な
る
問
い
を
発
す
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
り
、
聞
い
に
先
立
っ
て
既
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はじめに

成
の
史
料
が

る
の
で
は
な
い
。
」
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け
だ
し
、

し
か
り
。
ま
こ
と
に
何
が
史
料
と
な
り
得
る
か
、
何
が
史
料
と
し
て
有
効
と
な
る
の
か
は
、
歴
史
学
を
研
究
す
る
主
体
が

そ
の
姿
勢
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
何
を
問
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、

私
は
本
書
に
お
い
て
中
世
の
人
々
の
生
活
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
れ
を
問
う
こ
と
と
す
る
。

人
々
の
生
活
、

つ
ま
ち
中
世
の
大
半
の
人
々
の
生
活
基
盤
で
あ
っ
た
荘
富
村
落
に
お
け
る
生
活
で
あ
る
。
本
書
の
副
題
が
「
変
貌

す
る
村
の
姿
と
荘
愚
史
研
究
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
荘
露
史
の
研
究
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
る
が
、
本
書
の
場

の
研
究
視
角
は
、

た
人
々
の

の
解
明
に
お
か
れ
る

の
概
念
に
は
公
館
も
合
め
る
)
。

そ
し
て
私
は
右
の
語
い
に
容
え
る
た
め
の
素
材
〈
史
料
)
と
し
て
、
現
地
の
「
景
観
」
を
選
ぶ
こ
と
と
し
た
。
「
景
観
」
に
中
世
を

さ
ぐ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
古
文
書
・
古
記
録
も
史
料
と
し
て
重
視
す
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
ら
よ
り
も
現
地
の
景
観
を

重
視
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
の
「
景
観
」
に
は
地
形
・
地
名
・
各
種
の
慣
行
・
伝
承
・
遺
跡
等
が
含
ま
れ
る
。

我
々
の
世
代
、

こ
の
景
観
は
近
年
お
ど
ろ
く
ほ
ど
激
変
し
て
い
る
。
人
は
一
生
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
に
生
活
の
変
化
を
体
験
す
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、

も
し
く
は
我
々
の
父
・
母
た
ち
の
世
代
ほ
ど
そ
の
変
化
が
激
し
か
っ
た
こ
と
は
、
過
去
千
年
の
歴
史
に
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
り
わ
け
耕
地
景
観
及
び
農
業
生
活
に
関
し
て
は
そ
の
感
が
強
い
。
我
々
が
小
学
校
の
頃
教
わ
っ
た
呂
本
の
農
業
の
特
色
は
、
労

働
力
と
肥
料
の
多
量
集
中
投
下
に
よ
る
集
約
農
業
で
あ
り
、
例
外
は
北
海
道
に
お
け
る
機
械
化
農
業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
の
日

本
の
農
業
は
、
大
規
模
機
械
力
の
投
入
に
よ
る
、
新
し
い
、
全
く
異
な
る
農
業
と
な
っ
て
お
り
、
農
業
主
体
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
兼

業
か
、
少
数
の
篤
志
農
家
(
な
い
し
農
協
)
が
水
田
の
所
有
者
か
ら
委
託
を
請
け
て
行
な
う
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

仮
に
日
本
の

〈
穏
の
耕
作
史
〉
を
、

そ
の
技
術
に
よ
っ
て
時
代
区
分
す
る
な
ら
ば
、
川
人
力
の
み
の
時
代
、
叩
牛
馬
耕
と
入

と
す
る
一
一
一
区
分
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
我
々
の
少
年
時
代
は
牛
馬
耕
の
時
代
の
最
後
に

カ
併
用
の
時
代
、

ω機
械
に
よ
る
時
代
、

はじめに

成
の
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で
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な
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て
い
る
。
我
?
と
同
時
代
の

ち、

つ
ま
り
戦
後
生
ま
れ
の

ち
σ〉

と
も
に

る
中
に

た

人
も
、
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
我
々
の
少
年
時
代
の
農
業
と
、
今
日
の
機
械
化
農
業
と
の
間
に
は
、
わ
ず
か
三
十
年
程
の
時
間
し

一
方
牛
馬
耕
の
時
代
は
平
安
・
鎌
倉
以
来
、
千
年
の
歴
史
を
も
っ
c

そ
し
て
こ
の
千
年
間
に
お
け
る
農
業
形
態

か
流
れ
て
い
な
い
。

の
変
化
は
、
近
年
の
一
二
J
四
十
年
に
お
け
る
変
化
よ
り
も
、
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

耕
地
も
変
化
し

の

の

一
時
代
区
分
に
対
応
し

出
入
力
の
み
の
時
代
に
は
、
人
力

が
可
能
な
広
さ
の

に
水
田
(
藍
畔
)
が
作
ら
れ
た
c

水
田
は
ご
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
方
が
開
田
や
作
業
、
ま
た
保
水
の
点
で
も
有
利
で

あ
り
、
入
力
に
対
応
し
た
合
理
的
な
も
の
だ
っ
た
。
仰
牛
馬
耕
の
詩
代
に
は
、
牛
馬
を
利
用
し
た
作
業
効
率
に
適
応
し
た
水
田
へ
の

作
り
か
え
が
行
な
わ
れ
た
。

反
前
後
の
水
田
が
多
く
な
り
、
条
皇
制
地
割
が
全
国
で
多
く
採
用
さ
れ
た
。

一
度
作
り
か
え
ら
れ
た

水
田
は
、
耕
作
権
や
水
利
権
の
関
係
で
、
安
易
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
保
守
的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
。

)
の
時
代
が
千
年

以
上
は
続
い
た
。
仰
機
械
の
時
代
に
な
っ
て
、
再
び
水
田
の
作
わ
ノ
か
え
が
行
な
わ
れ
る
。
圃
場
整
備
・
基
盤
整
備
事
業
で
あ
る
。
水

田
は
三
反
以
上
、

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
近
い
大
一
区
画
と
な
り
、
用
水
は
自
然
流
水
で
は
な
く
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
敷
設
に
よ
る
も
の
と

な
り
、
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が
満
た
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、

ωの
時
代
に
対
応
し
た
中
近
世
水
聞
は
消
滅
す
る
。
私
は

こ
の

ωの
時
代
の
消
え
ゆ
く
耕
地
景
観
を
史
料
と
し
て
重
視
す
る
。

景
観
に
中
世
を
さ
ぐ
る
作
業
、

そ
れ
は
今
日
に
残
さ
れ
た
中
世
の
痕
跡
を
史
料
と
し
て
採
用
し
て
い
く
こ
と
に
は
じ
ま
る
。

そ
の

痕
跡
が
っ
現
地
」
で
あ
る
。
今
日
の
「
現
地
」
は
変
貌
が
著
し
い
。
我
々
が
求
め
る
「
現
地
」
は
既
に
地
図
・
空
中
写
真
・
地
籍
図

。コ

に
し
か

っ
て
い
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
う
し
た
地
図
額
に
も
ま
し
て

の
は
そ
の

て

はじめに

き
た

ωの
時
代
の
人
々
の
生
活
で
あ
る
。

そ
の
生
活
は
古
老
た
ち
の
記
憶
の
中
に
は
、

は
っ
き
り
と
残
っ
て
い
る
。
私
は
そ
う
し
た

生
活
を
も
史
料
と
し
て
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

さ
て
人
は
時
代
の
中
に
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
時
代
の
恩
恵
も
受
け
る
し
、
時
代
の
制
約
も
受
け
る
。
歴
史
学
研
究
者
も
ま
た
同
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