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こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
は
、
最
高
学

府
で
あ
る
大
学
で
勉
学
を
、
あ
る

い
は
研
究
を
開
始
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
大
学
に
お
い
て
何
を

学
び
、
何
を
修
得
し
よ
う
と
考
え

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
大
学
教
育

の
全
体
像
と
し
て
、
お
よ
そ
次
の

よ
う
な
こ
と
が
言
え
ま
す
。

第
１
に
、
大
学
は
学
術
を
教
授

す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、

学
生
が
主
体
的
に
勉
学
す
る
こ
と

を
前
提
に
し
て
い
ま
す
。
大
学
で

の
勉
学
は
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
自
ら
求
め
て
修
得
す
る
と

こ
ろ
に
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま

す
。
ま
さ
に
、
「
求
め
よ
、
さ
ら

ば
与
え
ら
れ
ん
」

と
い
う
世
界
な
の

で
す
。

大
学
の
専
門
教

育
に
お
い
て
も
、

基
本
的
な
知
識
や

テ
ー
ゼ
を
教
え
る

こ
と
か
ら
出
発
し

ま
す
が
、
そ
れ
は

学
問
を
教
授
す
る

上
で
は
、
３０
～
４０

％
ぐ
ら
い
の
比
重

し
か
持
っ
て
い
ま

せ
ん
。
教
育
の
目

標
は
、
問
題
を
自

ら
発
見
し
、
解
決

方
法
を
検
討
し
、
適
切
な
解
決
策

を
引
き
出
し
う
る
力
、
つ
ま
り
自

ら
考
え
、
自
ら
解
決
す
る
力
を
修

得
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
物
事
を
分
析
し
、
さ
ら

に
統
合
す
る
力
、
解
決
の
道
筋
を

組
み
立
て
る
力
、
文
章
や
会
話
に

よ
っ
て
説
得
す
る
力
な
ど
が
要
求

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
知
力
を
身

に
つ
け
る
こ
と
が
大
学
教
育
の
醍

醐
味
で
す
し
、
偏
差
値
で
は
測
ら

れ
て
い
な
い
知
的
領
域
で
す
。

第
２
に
、
学
生
も
大
学
の
知
的

共
同
体
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
大
学
は
、
真
理
を
探
究

す
る
場
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
学
の
外
に

あ
る
社
会
の
諸
問
題
を
解
決
し
知

の
発
信
を
す
る
機
関
で
も
あ
り
ま

す
。
真
理
探
究
や
問
題
解
決
の
プ

ロ
セ
ス
に
学
生
も
か
か
わ
っ
て
い

て
こ
そ
、
学
問
の
継
承
お
よ
び
発

展
が
あ
る
の
で
す
。
学
生
は
、
自

ら
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
を
垣
間

見
る
こ
と
で
、
問
題
解
決
の
方
法

を
体
得
す
る
の
で
す
。
取
り
組
む

問
題
に
は
、
は
じ
め
か
ら
正
解
は

用
意
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
答
え
も

ひ
と
つ
で
は
な
い
の
で
す
。
解
答

に
説
得
力
が
あ
る
か
ど
う
か
が
重

要
な
の
で
す
。

第
３
に
、
大
学
で
修
得
す
る
こ

と
は
、
社
会
に
出
て
す
ぐ
に
役
立

つ
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
生
涯
に
わ
た
っ
て
具
体
的
な
形

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
皆
さ

ん
は
、
専
修
大
学
の
門
を
た
た
い

て
学
業
を
始
め
る
以
上
、
本
学
の

建
学
の
精
神
を
社
会
に
花
開
か
せ

る
責
務
を
負
う
こ
と
を
自
覚
し
、

そ
の
た
め
の
羅
針
盤
と
な
る
べ
き

も
の
を
在
学
中
に
獲
得
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
目
標
の
な
い
人

生
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で

す
。専

修
大
学
の
歴
史
は
、
１
８
８

０
年
（
明
治
１３
年
）
に
開
校
さ
れ

た「
専
修
学
校
」に
始
ま
り
ま
す
。

専
修
学
校
は
、
約
８
年
間
に
及
ぶ

ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
４

人
の
若
者
に
よ
り
創
立
さ
れ
ま
し

た
。
創
立
者
で
あ
る
相
馬
永
胤
、

田
尻
稲
次
郎
、
目
賀
田
種
太
郎
、

駒
井
重
格
の
４
先
生
は
、
コ
ロ
ン

ビ
ア
、
エ
ー
ル
、
ハ
ー
バ
ー
ド
、

ラ
ト
ガ
ー
ス
の
各
大
学
で
法
律
や

経
済
な
ど
の
先
端
の
学
問
を
学
び

ま
し
た
。
海
外
に
お
い
て
日
本
の

れ
い
め
い

国
の
形
を
考
え
、
近
代
法
の
黎
明

期
に
あ
っ
た
祖
国
日
本
の
社
会
の

骨
格
を
支
え
る
人
材
を
、
高
等
専

門
教
育
に
よ
っ
て
養
成
す
る
こ
と

こ
そ
が
自
分
達
の
使
命
で

あ
る
と
考
え
、
専
修
学
校

に
至
る
の
で
す
。

創
立
者
た
ち
は
、
ま
ず

は
得
意
と
す
る
経
済
学
や

法
律
学
を
突
破
口
と
し

て
、
日
本
語
に
よ
る
本
格

的
な
高
等
専
門
教
育
に
着

手
し
ま
し
た
。
日
本
語
に

よ
っ
て
高
等
専
門
教
育
を
行
う
と

い
う
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
画

期
的
な
こ
と
で
し
た
。
専
門
用
語

自
体
が
ま
だ
日
本
語
と
し
て
定
着

し
て
い
な
い
時
期
に
、
日
本
語
で

教
授
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
な

知
力
・
労
力
が
必
要
で
す
。
何
故

そ
の
よ
う
な
困
難
な
道
を
あ
え
て

選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
語

で
教
授
し
な
け
れ
ば
、
近
代
日
本

の
新
た
な
価
値
意
識
や
価
値
体
系

を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
日
常
的
な
用
語
に
よ
っ
て
物

事
を
主
体
的
に
考
え
な
い
と
、
社

会
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
人
材

は
育
た
な
い
と
い
う
熱
き
思
い
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
文
化
を

形
成
す
る
上
で
言
葉
の
果
た
す
役

割
は
、
極
め
て
重
要
で
す
。
そ
れ

は
思
考
プ
ロ
セ
ス
に
深
い
か
か
わ

り
を
持
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
創
立
の
経
緯
か

ら
、
本
学
は
、
２１
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン

と
し
て
「
社
会
知
性
の
開
発
」
を

掲
げ
て
い
ま
す
。
社
会
の
諸
問
題

を
自
ら
発
見
し
、
そ
れ
を
主
体
的

に
解
決
す
る
知
力
を
身
に
つ
け
た

国
際
感
覚
の
あ
る
学
生
を
世
に
送

り
出
し
、
卒
業
生
が
社
会
の
骨
格

を
支
え
る
有
為
な
人
材
と
し
て
活

躍
す
る
よ
う
、
大
学
は
卒
業
生
と

き
ず
な

生
涯
に
わ
た
っ
て
強
い
絆
を
持
ち

続
け
る
、
と
い
う
の
が
専
修
大
学

の
教
育
の
目
標
と

す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

今
日
か
ら
、
皆

さ
ん
は
専
修
人
と

し
て
「
社
会
知
性

の
開
発
」
の
責
務

を
負
う
の
で
す
。
大
学
は
、
ど
こ

の
大
学
に
入
っ
た
か
で
は
な
く
、

大
学
で
何
を
修
得
し
た
か
が
問
題

で
す
。
こ
れ
か
ら
の
４
年
間
を
ど

う
過
ご
し
、
何
を
修
得
し
た
の
か

が
皆
さ
ん
の
３０
年
後
の
人
生
を
決

定
し
ま
す
。
勉
学
で
も
、
ク
ラ
ブ

活
動
で
も
、
ス
ポ
ー
ツ
で
も
、
ど

の
分
野
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
熱
中

で
き
る
も
の
を
見
つ
け
、
人
に
負

け
な
い
だ
け
の
も
の
を
修
得
す
る

こ
と
が
肝
要
で
す
。

大
学
院
生
の
皆
さ
ん
は
、
研
究

分
野
の
ど
真
ん
中
に
深
い
井
戸
を

掘
っ
て
学
問
の
水
脈
を
見
つ
け
、

密
度
の
濃
い
研
究
に
従
事
し
て
く

だ
さ
い
。

専
修
大
学
で
勉
学
す
る
こ
と
に

誇
り
と
自
信
を
も
っ
て
、
鮮
や
か

な
変
身
を
遂
げ
、
人
間
性
豊
か
な

専
修
人
に
な
ら
れ
る
こ
と
を
期
待

し
ま
す
。

〈
要
旨
〉

皆
さ
ん
、
ご
入
学
お
め
で

と
う
。
十
六
世
紀
末
に
中
国

へ
ん
さ
ん

で
編
纂
さ
れ
た『
算
法
統
宗
』

に
よ
る
と
、数
の
位
取
り
は
、

一
、
十
、
百
に
始
ま
り
、
最

後
は
「
不
可
思
議
」
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
大
き
さ
は
１０

の
１
２
０
乗
で
、
無
限
大
に

近
い
。「
大
学
」
と
い
う
空
間

も
ま
た
、
皆
さ
ん
の
無
限
大

の
可
能
性
を
開
花
し
う
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
不
思

議
な
「
迷
路
」の
世
界
で
す
。

「U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

」
の

本
来
の
含
意
で
あ
る
「
宇
宙

・
普
遍
・
博
識
・
自
在
」
を

意
識
し
な
が
ら
、
自
由
に
学

び
、
ま
た
迷
路
か
ら
抜
け
出

す
た
め
の
「
自
分
探
し
」
の

旅
に
出
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
、
経
済
の
語
源
で

あ
る
「
経
世
済
民
」（
世
の
中

を
治
め
民
を
救
う
）
を
忘
れ

ず
に
、大
空
を
飛
び
交
う「
鳥

は

の
眼
」
と
、
地
上
を
這
う「
虫

の
眼
」
を
併
せ
も
つ
国
際
人

と
し
て
、
大
き
く
成
長
さ
れ

る
よ
う
期
待
し
て
い
ま
す
。

入
学
お
め
で
と
う
。
や
や

辛
口
で
恐
縮
で
す
が
、
大
学

は
、
諸
君
の
精
神
・
身
体
に

何
か
を
覚
え
こ
ま
せ
、
諸
君

を
何
者
か
に
仕
立
て
上
げ
よ

う
と
す
る
場
所
で
は
な
く
、

諸
君
自
身
が
何
者
か
に
な
る

こ
と
を
志
し
た
時
に
、
諸
君

の
目
的
達
成
の
た
め
に
人
的

・
物
的
支
援
を
す
る
場
所
で

あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
ほ
し

い
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
専
修
大
学
は

完
全
と
は
い
え
な
い
ま
で

も
、
か
な
り
の
程
度
の
人
材

と
設
備
を
用
意
し
て
、
諸
君

に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち

望
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で

す
。
あ
た
か
も
、
専
修
大
学

生
で
あ
る
こ
と
が
不
本
意
で

あ
る
か
の
ご
と
き
不
満
を
も

ら
さ
れ
る
方
が
い
る
や
に
聞

く
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
の
よ
う
な
人
こ
そ
自
己
の

要
望
を
専
修
大
学
に
求
め
て

み
て
く
だ
さ
い
。
き
っ
と
応

え
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

諸
君
の
専
修
大
学
で
の

生
活
が
、
活
力
に
満
ち
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
祈
り
ま

す
。

大
学
と
高
校
と
の
違
い
は

何
か
。
そ
れ
は
勉
強
と
い
う

も
の
の
内
容
が
全
く
異
な
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。

お
そ
ら
く
高
校
以
下
で
は

「
覚
え
る
こ
と
」
が
勉
強
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

大
学
で
は
自
分
で
考
え
、
調

べ
、
発
表
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
本
を
読
む
、
講
義

を
聴
く
、
そ
こ
で
は
常
に
本

当
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
な
が

ら
授
業
に
臨
ん
で
ほ
し
い
。

そ
の
結
果
、
疑
問
が
出
て
く

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
教
員
に

質
問
し
、
あ
る
い
は
図
書
館

で
調
べ
て
ほ
し
い
。
ま
ず
こ

の
作
業
に
慣
れ
て
も
ら
い
た

い
。
そ
し
て
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は

で
き
る
だ
け
履
修
し
て
ほ
し

い
。
発
表
す
る
い
い
機
会
だ

か
ら
だ
。

こ
う
し
た
勉
強
を
経
る
こ

と
、
そ
れ
が
社
会
で
要
求
さ

れ
る
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ

と
に
な
る
。

「
大
学
の
勉
強
」
に
早
く

慣
れ
、
一
日
も
早
く
「
真
の

大
学
生
」
に
な
る
こ
と
を
期

待
す
る
。

新
入
生
の
皆
さ
ん
、
入
学

お
め
で
と
う
。
本
学
の
商
学

教
育
の
歴
史
は
１
０
０
年
前

に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
こ
の

間
に
４
万
５
千
人
も
の
卒
業

生
を
社
会
に
送
り
出
し
ま
し

た
。
先
輩
た
ち
は
実
業
界
を

は
じ
め
各
界
で
活
躍
し
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
も
先
輩
た
ち

が
築
い
て
き
た
歴
史
と
伝
統

の
重
み
を
し
っ
か
り
受
け
と

め
て
勉
学
に
励
ん
で
く
だ
さ

い
。大

学
に
は
多
く
の
「
出
会

い
」
が
あ
り
ま
す
。
講
義
や

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
先
生
と
の

「
出
会
い
」
が
、
教
室
や
サ

ー
ク
ル
で
は
友
人
と
の
「
出

会
い
」
が
君
た
ち
を
待
っ
て

い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
「
出

会
い
」
に
主
体
的
に
か
か
わ

り
、
自
ら
の
「
知
性
」
や
「
感

性
」
を
磨
い
て
一
回
り
「
大

き
な
器
の
人
間
」
に
成
長
し

て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
か
ら
の

４
年
間
の
「
歩
み
」
を
、
実

り
豊
か
な
も
の
に
す
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

ご
入
学
お
め
で
と
う
。
皆

さ
ん
の
入
学
を
教
職
員
一
同

心
か
ら
歓
迎
し
ま
す
。
こ
れ

か
ら
の
４
年
間
は
こ
れ
ま
で

皆
さ
ん
が
経
験
し
て
こ
ら
れ

た
高
校
生
ま
で
の
生
活
と
は

大
き
く
異
な
り
ま
す
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
時
間
割

も
、
お
仕
着
せ
の
も
の
で
は

な
く
、
す
べ
て
自
分
で
選
択

し
、
自
分
で
組
み
立
て
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ

ち
大
学
の
４
年
間
は
、
な
に

を
学
ぶ
の
か
、
ど
の
よ
う
に

学
ぶ
の
か
自
分
で
決
定
す
る

と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
限
り
で

自
由
な
時
間
が
与
え
ら
れ
ま

ほ
う
ら
つ

す
が
、
そ
れ
は
決
し
て
放
埒

な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
己
の
選
択
に
は
、
必
ず

自
己
責
任
が
伴
い
ま
す
。
し

か
し
諸
君
の
側
に
は
何
で
も

相
談
で
き
る
教
員
や
職
員
、

そ
し
て
友
人
が
い
る
は
ず
で

い
と

す
。
悩
む
こ
と
を
厭
わ
ず
、

と
う
か
い

韜
晦
す
る
こ
と
な
く
、
お
の

れ
の
可
能
性
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
て
み
て
下
さ
い
。
専
修
大

学
は
必
ず
や
皆
さ
ん
の
期
待

に
応
え
て
く
れ
る
は
ず
で

す
。

入
学
お
め
で
と
う
。
最
初

か
ら
き
つ
い
あ
い
さ
つ
に
な

り
ま
す
が
、
私
達
の
学
部
は

あ
な
た
を
鍛
え
ま
す
。
で
す

が
、
そ
れ
は
特
定
の
知
識
や

技
術
を
「
教
え
込
む
」
と
い

う
の
で
は
な
く
、
あ
な
た
方

自
ら
が
目
的
意
識
と
意
欲
を

も
っ
て
取
り
組
む
姿
勢
を
引

き
出
し
、
自
ら
考
え
る
自
立

し
た
社
会
人
に
な
る
支
援
を

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
学
時
代
は
「
モ
ラ
ト
リ

ア
ム
」
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
を
私
は
、
社
会
に
出
て

か
ら
は
立
ち
止
ま
っ
て
考
え

る
余
裕
が
な
い
か
ら
、
さ
ま

ざ
ま
な
可
能
性
を
模
索
す
る

期
間
で
あ
る
と
解
釈
し
ま

す
。
い
ろ
い
ろ
と
悩
み
考
え

て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
の
良

き
相
談
相
手
を
見
つ
け
る
の

も
大
切
な
こ
と
で
す
。
授
業

で
、
演
習
で
、
共
同
作
業
の

中
で
よ
い
仲
間
を
見
つ
け

て
、
共
同
で
何
か
を
創
造
す

る
、
成
し
遂
げ
る
喜
び
を
体

験
し
て
く
だ
さ
い
。

我
々
は
そ
う
い
う
機
会
を

提
供
し
ま
す
し
、
教
職
員
は

い
つ
で
も
そ
の
相
談
に
乗
っ

て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

日
髙

義
博

学
長
式
辞

複
眼
の
国
際
人
と
し
て
成
長
を

出
会
い
通
じ
知
性
・
感
性
磨
こ
う

経
済
学
部
長

商

学

部

長

室
井

義
雄

川
村

晃
正

目
的
達
成
へ
、支
援
惜
し
ま
ず

何
事
も
自
分
で
決
定
し
大
い
に
悩
め

社
会
の
諸
問
題
を
自
ら
発
見

主
体
的
に
解
決
す
る
知
力
を

法

学

部

長

文

学

部

長

木
幡

文
德

矢
野

建
一

「
疑
問
」を
教
員
に
ぶ
つ
け
て

創
造
す
る
喜
び
の
体
験
を
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

情
報
学
部
長

経
営
学
部
長

廣
石

忠
司

中
村

友
保
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