
大
学
の
一
般
教
育
に
関
す
る
意
見
調
査

同
森
大
学
一
般
教
育
研
究
会
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
代
表
署
の
中
桐
火
有
文
学
部
叡
授
か
ら

本
誌
第
七
号
(
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
)
で
あ
ら
ま

し
紹
介
ず
み
で
あ
る
が
、
こ
の
研
究
会
は
「
大
学
に

お
け
る
一
般
教
育
の
本
質
と
術
」
と
い
う
テ
ー
マ

を
掲
げ
て
、
昭
和
三
十
七
年
、
各
学
部
有
志
二
名
宛

の
構
成
で
発
足
し
、
昭
和
三
十
七
年
の
人
文
科
学
研

究
所
よ
り
の
研
究
助
成
金
、
昭
和
三
十
九
年
の
京
信

財
団
科
学
奨
励
金
の
援
助
を
う
け
て
今
日
ま
で
研
究

調
査
を
つ
づ
て
来
九
。
こ
の
閥
、
大
学
の
一
般
教
育

に
つ
い
て
の
討
準
す
す
め
る
一
方
、
一
般
教
育
関

係
資
料
の
復
、
調
査
、
他
大
学
と
の
合
同
討
犠
、

大
誰
置
釜
改
善
要
綱
の
検
討
な
ど
を
行
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
訓
画
の
一
部
と
し
て
昭
和
三
十
九
年

六
月
に
本
学
学
生
二
、
三
回
生
二
千
名
を
対
象
と
し

て
、
火
学
の
一
般
教
育
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
九
。
い
づ
れ
公
式
に
は
別
の
機
会
に
調
査
用

紙
全
文
、
統
製
と
と
も
に
分
析
結
果
が
発
表
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
が
、
な
に
ぷ
ん
膨
大
な
も
の
で
あ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
か
ら
一
般
的
に
問
題
の
あ

り
そ
う
な
点
に
と
ど
め
て
ま
と
め
て
み
九
。
大
方
の

御
意
見
を
ま
つ
次
第
で
あ
る
。

*

ま
ず
、
一
般
教
育
全
体
に
つ
い
て
興
味
が
も
て
九

か
ど
ぅ
か
、
と
い
う
問
に
対
し
て
「
ま
っ
た
く
興
味

が
も
て
な
か
っ
た
」
と
す
る
も
の
は
全
学
的
に
み
て

意
外
に
少
な
く
、
経
済
学
部
の
口
%
を
最
高
、
商
学

部
の
4
%
を
最
低
に
し
て
平
均
能
%
で
あ
り
、
そ
の

反
面
、
「
一
般
教
育
に
つ
い
て
全
般
的
に
興
味
が
あ

つ
九
」
と
一
9
る
も
の
が
、
工
学
部
の
梯
.
師
0
0
を
最

高
、
経
済
学
部
の
6
0
。
を
最
低
に
し
て
平
均
4
0
0
で

あ
り
、
わ
ず
か
な
が
ら
後
者
が
上
ま
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
全
般
的
に
興
味
が

も
て
六
者
が
全
部
の
一
割
以
下
で
、
大
部
分
の
も
の

宮
井

が
部
分
的
に
し
か
も
興
味
が
も
て
な
か
っ
た
と
答
え

て
い
余
実
は
充
分
注
目
に
伯
し
よ
う
。
以
下
項
目

別
に
興
味
の
あ
り
方
を
さ
ぐ
つ
て
み
る
こ
と
に
す

る
0

興
味
の
も
て
た
科
目
に
つ
い
て
そ
の
理
由
を
調
べ

て
み
る
と
、
「
い
ま
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
教

え
ら
れ
た
か
ら
」
「
教
養
を
た
か
め
る
こ
と
が
出
来

た
か
ら
」
「
択
当
者
が
よ
か
っ
た
か
ら
」
と
い
う
項

自
が
各
学
部
と
も
最
も
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。

最
初
わ
れ
わ
れ
は
調
査
に
先
立
っ
て
、
巷
間
し
ぱ
し

ば
云
々
さ
れ
る
よ
う
に
、
若
い
世
代
の
直
接
的
な
効

用
意
染
、
「
専
門
科
目
の
勉
強
に
役
だ
ち
そ
う
な

祭
し
た
か
ら
」
「
社
会
に
で
て
か
ら
役
だ
ち
そ
う

に
思
っ
た
か
ら
」
と
い
う
項
目
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る

も
の
と
予
想
し
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
数
字
の
示

す
と
こ
ろ
で
は
、
む
し
ろ
素
朴
な
知
識
欲
の
充
足
や

教
養
主
義
が
根
強
く
の
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

侮

51



た
。
ま
た
ム
ニ
つ
、
全
詣
に
「
自
分
の
魁
*
纖

に
ぴ
っ
た
り
合
致
し
た
か
ら
」
興
味
が
も
て
た
と
す

る
者
が
目
立
っ
て
い
た
が
、
受
講
者
の
側
に
急
像

以
上
に
自
発
的
な
学
習
蒙
が
巻
し
て
い
る
こ
と

を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
教
育
が
、

教
育
者
の
み
で
な
く
、
被
教
育
者
で
あ
る
学
生
の
自

発
的
鞭
を
箴
の
軸
と
し
て
器
さ
れ
る
べ
き
だ

と
い
急
見
も
生
れ
て
来
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

ま
六
興
味
が
も
て
六
の
は
担
当
者
が
よ
か
っ
た
か
ら

だ
と
す
る
者
が
多
い
。
こ
の
「
よ
か
う
た
」
と
い
う

詣
の
中
に
は
担
響
の
張
力
、
払
趣
個
性
、

学
識
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
要
張
含
ま
れ
て
い
よ
う

が
、
担
当
者
が
受
講
者
の
興
味
を
剌
激
し
、

従
っ
再
窯
欲
を
開
発
す
る
上
に
大
き

な
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
の
で
あ
る
。
翌
索
尾
に
か
か
せ
た

フ
リ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
の
欄
で
も
、
こ
の
問

題
に
ふ
れ
た
記
械
が
と
く
に
多
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

プ
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
蛋
で
あ
ろ
う
。
本
学
の

場
合
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
種
々
検
討

が
な
さ
れ
て
来
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ

の
こ
と
が
需
者
の
興
味
を
つ
よ
く
阻
害
し
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
ク
ラ
ス
編
成
の

問
題
に
は
、
傍
聴
の
制
限
、
着
璽
理
壽
の
禁

止
な
ど
の
措
置
が
登
録
人
員
の
制
限
と
共
に
工
夫
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
大
阪
市
立
大

学
の
W
U
S
(
大
学
問
題
研
究
会
)
が
昭
和
三
十
八
年

に
行
な
っ
た
一
般
教
育
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で

も
、
一
般
教
昇
凰
を
不
満
と
す
る
い
ろ
い
ろ
な
原

閃
の
中
で
人
数
令
驫
者
)
が
多
す
ぎ
る
」
と
い
う
項

目
が
日
立
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す

べ
て
の
曾
が
小
ク
ラ
ス
、
ゼ
ミ
形
式
と
い
う
だ

は
ゆ
か
な
い
で
あ
ら
う
が
、
一
般
的
興
味
も
勉
〕
愚

欲
も
問
題
一
纖
も
、
す
べ
て
大
ク
ラ
ス
の
暄
喋
の
巾

に
桜
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ぱ
、
や
は
り

叫
能
な
か
ぎ
り
の
工
夫
を
つ
く
す
必
要
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
興
味
の
も
て
な
か
う
た
理
由
の
中
で

い
さ
さ
か
予
醍
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
一
般
教
脊
科

旧
が
」
秘
で
な
ら
っ
た
こ
と
ば
か
り
だ
か
ら
」
と
す

る
者
が
お
ど
ろ
く
ほ
ど
少
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
般
教
台
科
目
が
大
学
生
に
と
っ
て
お
も
し
ろ
く
な

い
の
は
、
「
一
畏
の
科
目
の
く
り
返
し
だ
か
ら
だ
」

*

次
に
一
般
教
稔
の
小
で
興
味
の
も
て
な

か
っ
た
科
目
に
つ
い
て
そ
の
理
山
を
四

て
み
る
と
、
数
字
の
高
い
項
Π
は
工
〕
添

は
別
と
し
て
、
「
白
分
の
も
っ
て
い
る
問

讐
修
な
に
も
答
え
て
く
れ
る
も
の
が

な
か
っ
た
か
ら
」
「
担
当
者
に
熱
忘
匙

じ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
」
お
よ
び
.
ク
ラ

ス
が
大
き
す
ぎ
九
か
ら
」
と
い
う
.
つ
比

伶
し
て
い
る
。
と
く
振
後
の
ク
ラ
ス

サ
イ
ズ
の
項
目
が
企
罵
を
通
じ
て
ト
ッ

火学生協番店の風景
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(
毎
日
新
闇
礼
説
昭
和
円
卜
午
円
月
)
(
朝
Π
新

聞
社
説
昭
和
四
十
年
四
刀
)
と
す
る
世
評
が
あ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
集
計
表
の
黎
で
は
需
者
に

は
必
ず
し
も
そ
う
は
受
け
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
前
記

大
阪
市
大
の
調
査
で
も
、
不
満
の
原
因
を
「
淋
諾

容
が
高
校
の
授
業
の
延
長
だ
か
ら
」
と
す
る
項
目
が

そ
れ
ほ
ど
高
い
数
字
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
と
も
符

合
す
る
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
き
わ
め
て
皮
相

的
な
観
察
か
ら
「
一
般
教
育
は
寝
の
科
目
と
似
た

よ
う
な
も
の
だ
か
ら
面
白
く
な
い
に
ち
が
い
な
い
」

と
す
る
昇
が
む
し
ろ
大
券
、
い
や
学
生
以
外
の

と
こ
ろ
で
底
流
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し

そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
友
松
芳
郎
関
西
大
教
授
(
科
学

史
)
の
提
案
の
よ
う
に
(
塑
三
回
近
畿
地
区
一
般
教

育
協
議
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
)
「
一
般
教
介
の
科

目
名
に
は
一
寝
で
使
わ
れ
た
科
同
名
を
用
い
な
い
」

と
い
う
の
も
一
つ
の
工
夫
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ

の
項
で
工
罵
の
み
に
尾
琢
制
度
の
た
め
に
好
き

な
科
目
が
と
れ
な
か
っ
た
か
ら
」
興
味
が
も
て
な
か

つ
た
の
だ
と
す
る
者
が
集
中
し
て
い
る
点
は
注
日

に
値
し
よ
う
も
し
こ
の
こ
と
が
、
基
礎
教
育
科
目

や
低
学
年
次
の
専
円
必
修
科
口
な
ど
の
た
め
に
白
由

撰
択
製
括
さ
れ
て
い
一
爲
果
に
よ
る
も
の
な
ら

ぱ
、
こ
の
点
一
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

美

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
第
二
番
目
の
問
題
と
し
て
一

般
教
昇
臼
設
置
制
度
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
。
現

行
の
一
永
列
か
ら
.
一
科
目
ず
つ
馳
科
目
三
十
六
単

位
を
と
る
と
い
う
や
り
方
に
つ
い
て
、
ま
ず
総
恐

数
二
十
六
単
位
を
多
す
ぎ
る
と
し
た
老
が
少
な
す
ぎ

る
と
し
た
者
を
上
回
っ
て
い
る
が
、
圧
倒
的
大
多
数

が
現
村
の
単
位
数
を
そ
の
ま
ま
県
し
て
い
る
。
こ

れ
は
京
都
大
学
が
行
な
っ
た
調
査
(
「
大
学
の
一
般

教
育
に
対
す
る
社
会
的
要
諭
の
調
査
・
研
究
」
京
都

大
学
教
育
学
部
讐
、
一
九
六
四
)
の
中
で
、
一
般

毅
ガ
三
系
列
の
伶
位
数
に
つ
い
て
、
大
学
卒
業
生

の
密
.
中
ゞ
が
呪
行
を
翌
で
あ
る
と
し
て
い
る
の

と
も
符
合
す
る
。
従
っ
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
△
,
回

の
大
学
鞭
釜
籍
要
綱
の
う
ち
、
一
般
教
喜

口
の
突
符
恐
激
の
懲
は
、
一
般
教
台
科
日
を

修
得
中
の
も
の
、
修
得
し
た
も
の
魚
儲
に
反
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
工
学
部
に
お

い
て
の
み
、
現
行
総
単
位
数
を
少
な
す
ぎ
る
と
し
九

も
の
か
多
す
ぎ
る
と
し
九
も
の
を
上
ま
わ
て
い
る

の
は
、
前
述
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
人

力
の
教
示
を
待
ち
た
い
。
ま
た
経
済
学
李
は
、
総

単
位
数
を
多
す
ぎ
る
と
し
た
も
の
の
数
が
他
を
ひ
き

は
な
し
て
商
い
数
竃
み
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
暴

一
番
日
の
問
で
一
般
教
育
に
つ
い
て
全
く
興
味
が
も

て
な
か
っ
た
と
す
る
者
の
数
が
一
番
多
か
っ
た
こ
と

と
だ
い
た
い
符
合
す
る
よ
う
で
あ
る
。

*

つ
ぎ
に
現
行
で
は
三
系
列
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
科

目
づ
つ
登
鴛
修
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
制
度
に

対
し
て
は
、
大
多
数
が
系
列
の
ワ
ク
を
越
え
て
好
き

な
系
列
か
ら
と
り
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち

経
済
学
部
の
仭
0
。
を
最
高
、
工
学
部
の
融
0
。
を
鰔
低

に
、
平
均
釦
0
。
が
白
分
の
の
ぞ
む
科
倒
を
系
列
の
ワ

ク
を
こ
え
て
と
り
た
い
と
希
望
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ふ
っ
う
予
想

さ
れ
る
よ
う
に
 
7
U
分
の
専
攻
科
同
に
役
立
て
た
い

力
ら
」
向
由
に
登
録
し
た
い
と
い
う
効
用
円
羅
か
ら

の
希
望
は
ど
く
僅
か
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
ワ
ク
在
越

え
て
と
り
た
い
と
記
入
し
た
者
の
Ψ
均
従
0
。
は
一
,
専

門
と
関
係
な
く
自
分
の
個
性
を
生
か
し
た
い
か
ら
」

そ
う
し
六
い
の
だ
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
は

じ
め
に
の
べ
九
「
教
養
を
た
か
め
る
こ
と
が
出
来
た

か
ら
」
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
い
う
項
同
が
効
用
的
な

突
駒
・
N
灘
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
数
字
を
'
小
し
て
い

た
こ
と
と
あ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

お
な
じ
登
鰍
の
製
に
つ
い
て
、
何
を
基
準
に
送

枦
し
た
力
と
し
う
問
篭
み
て
み
る
と
、
ま
ず
f
倒
均
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に
多
い
詮
「
科
昌
に
対
す
る
興
味
」
の
項
に
集
中

し
て
い
る
。
つ
い
で
「
担
当
者
に
対
す
る
期
待
」
が

各
学
部
と
も
平
均
し
て
目
立
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

も
他
律
的
要
因
よ
り
は
意
外
に
素
朴
な
学
罵
欲
が

み
ら
れ
る
。
お
も
し
ろ
い
の
は
「
先
洗
友
人
の
覺

に
よ
る
」
と
し
元
の
は
圧
倒
的
に
文
学
部
に
多
く
、

ま
た
工
学
部
で
は
「
担
当
者
に
対
す
る
期
待
」
と
い

う
項
目
が
異
常
に
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
場

合
は
女
子
の
在
響
が
多
い
た
め
に
他
の
助
言
を
求

め
が
ち
な
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

と
、
細
分
さ
れ
た
専
攻
組
織
が
上
下
左
右
の
人
間
関

係
を
密
に
し
、
従
っ
忍
見
の
交
換
が
ス
ム
ー
ズ
に

な
っ
て
い
る
こ
と
煮
像
さ
れ
る
し
、
後
者
の
場
合

は
学
部
の
性
質
上
、
学
生
一
般
の
他
学
部
と
の
交
流

が
小
ノ
な
く
学
内
ニ
ュ
ー
ス
が
入
り
に
く
く
、
全
般
的

に
担
当
者
一
般
に
対
す
る
知
誥
が
伝
わ
り
に
く
い
た

め
で
で
も
あ
ろ
う
か
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徴
が
個
性
的
に
出
て
い
て
興
味
深
い
も
の
が
あ

る
。
な
お
「
自
分
の
時
問
の
都
合
」
「
ク
ラ
ブ
の
時

間
の
都
合
」
な
ど
と
い
う
項
目
は
こ
れ
も
予
想
に
反

し
て
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
数
字
で

あ
っ
九
。

一
般
教
育
科
目
の
年
次
配
当
に
つ
い
て
尋
ね
て
み

た
。
一
般
的
に
は
現
行
の
一
、
二
年
次
配
当
、
一
部

専
門
科
倒
混
合
型
を
肯
定
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多

い
が
、
各
学
部
の
履
倫
度
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、

低
学
年
次
に
お
け
る
専
門
科
目
の
嘗
年
、
設
置
数

に
つ
い
て
は
随
分
さ
ま
ざ
ま
の
。
ハ
タ
ン
を
尓
し
て
お

り
、
履
衞
度
に
つ
い
て
の
意
見
、
希
望
も
そ
れ
を

反
応
し
て
出
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

最
後
に
、
一
般
教
育
科
目
の
中
で
の
科
目
指
定
制

度
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
宗
教
学
必
修
制
度
に
つ
い

て
の
意
見
を
見
る
と
、
袖
学
部
の
全
員
が
こ
の
制
度

を
肯
定
し
て
い
る
の
は
或
る
意
味
で
当
然
と
し
て

も
、
全
体
と
し
て
は
必
修
の
必
要
な
し
と
す
る
も
の

が
肯
定
す
る
も
の
を
上
ま
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
肯
定

す
る
者
が
全
体
の
謁
0
。
に
の
ぽ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
肯
定
の
理
由
と
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
喜
の
学
校

だ
か
ら
」
と
い
う
安
易
な
肯
定
よ
り
は
「
宗
教
に
対

す
る
理
解
が
深
ま
る
か
ら
だ
」
と
す
る
方
が
は
る
か

に
上
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
充
分
に
注
目
に
値
す
る

こ
と
と
お
も
わ
れ
る
。

*

つ
ぎ
に
全
般
的
な
科
晨
置
の
あ
り
方
、
つ
ま
り

て
み
る
と
、
お
お
よ
モ
次
の
よ
う
に
な
る
も
の
と
老

え
ら
れ
る
。

一
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
つ
よ
い
勉
学
憙
を
も
っ

て
真
面
目
に
勉
強
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
実
用
主
義
的
な
要
求
は
意
外
に
少
な
く
、
功
利

磊
も
さ
の
み
目
立
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
教
養
土

義
的
な
傾
向
が
感
じ
ら
れ
、
一
般
教
育
に
対
し
て
素

朴
な
蝉
態
が
あ
り
、
そ
の
嘉
も
か
な
り
正
し
く

把
握
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

二
多
数
の
学
生
が
現
状
に
不
満
を
抱
い
て
お
り
、

教
育
内
容
や
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
批
判
か
多

さ
て
、
以
上
で
あ
ら
ま
し
の
問
題
点
を
と
り
上
げ

て
み
た
が
、
こ
こ
に
上
げ
な
か
っ
た
項
目
や
、
質
問

表
末
尾
の
自
器
篇
黒
見
を
ふ
く
め
て
ま
と
め

)
0

し三
教
育
が
教
員
の
手
で
の
み
行
な
わ
れ
る
の
で
は

な
く
て
壽
者
の
自
発
讐
欲
も
ま
た
十
二
分
に
く

み
上
げ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
意
見
が
多
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

こ
う
し
九
学
生
の
側
か
ら
の
一
般
教
育
に
関
す
る

意
見
、
批
判
、
希
望
は
も
ち
ろ
ん
直
ち
に
そ
の
ま
ま

彰
是
と
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
、
一
託
者
側
の
意

見
と
し
て
光
分
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今

後
も
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
資
料
と
し
て
ふ
ま
え
つ
つ
、

大
学
の
一
般
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究
調
査
を

す
す
め
て
ゅ
き
た
い
と
念
願
し
て
い
る
。

(
商
学
部
助
教
授
・
器
叩
)
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大
学
で
学
ぷ
こ
と
の
翁
の
一
つ
は
、
多
く
の
価

値
を
発
見
し
、
自
分
の
人
聞
性
を
深
く
形
成
す
る
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
校
時
代
に
受
験
用
の

知
勢
学
習
に
追
わ
れ
て
、
学
芸
の
世
界
に
本
質
的

な
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
を
忘
れ
、
そ
の
為
に
疎
外

さ
れ
た
人
問
性
を
倒
覚
的
に
回
復
す
る
烏
に
開
か
れ

た
多
兀
的
価
値
の
共
同
体
が
大
学
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
大
き
な
希
望
を
抱
い
て
入
¥
し
九
大
学

で
は
、
大
学
の
大
欝
設
と
マ
ス
・
プ
ロ
教
H
に
よ

つ
て
、
学
問
や
教
育
の
質
的
低
下
が
目
立
ち
、
更
に

「
女
了
学
生
亡
国
論
」
な
ど
が
嶋
え
ら
れ
九
り
し
て
、

い
ま
や
新
制
李
は
発
足
以
来
十
七
年
鳳
に
し
て
、

大
き
な
危
機
に
直
血
し
て
い
る
。
そ
と
に
は
大
学
の

本
質
に
触
れ
る
幾
つ
か
の
袈
な
儲
が
あ
る
筈
光

大
学
の
過
剰
と
貪
困

大
学
生
と
一
冊
の
本

が
、
そ
の
一
つ
は
現
在
七
五
九
校
を
数
え
、
川
諾

位
の
大
学
国
と
な
っ
九
日
本
の
大
学
の
過
剰
か
ら

く
る
大
学
の
貧
圈
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

大
学
の
本
質
は
 
d
昌
岳
邑
q
の
語
源
と
そ
の
理

念
が
尓
す
よ
う
に
「
学
問
に
よ
る
教
師
と
学
生
の
共

伺
体
」
(
d
ヨ
ぐ
円
巴
斎
ミ
円
四
m
一
岳
三
ヨ
ゆ
一
 
m
δ
げ
0
.

一
曾
三
ヨ
で
曾
 
m
9
含
旦
「
大
学
の
自
由
」
に
よ
っ
て

貫
か
れ
た
学
の
貞
理
の
殿
芋
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ジ

ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
大
学
の
危
機
が
叫
ぱ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
大
学
の
内
由
と
学
の
権
威
寺

る
べ
き
教
授
や
学
生
の
在
り
方
に
、
何
か
亟
大
な
過

誤
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
く
ら
我
々
が
大
学
の

店
由
を
声
高
く
叫
ん
で
み
て
も
、
こ
の
独
白
の
口
山

を
本
質
づ
け
る
綴
や
学
問
が
貧
困
で
あ
っ
て
は
、

そ
れ
は
空
虚
な
粋
き
に
す
ぎ
ぬ
。
大
学
の
白
由
を
規

定
す
る
最
誘
本
質
は
、
大
考
支
配
す
る
愚
学

.
)
、

問
の
掻
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
ら
ガ
。
二
具
理

に
よ
る
自
由
」
や
「
盡
へ
の
自
由
」
の
ほ
か
に
大

学
に
お
け
る
真
の
学
問
の
自
由
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
世
論
は
、
七
五
0
校
を
越
え
る
大
学
の

過
剰
か
ら
く
る
軍
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
喪
失
、
教

授
陣
の
質
的
低
下
、
学
生
の
勉
学
心
及
び
倫
理
需

の
貧
困
、
な
ど
を
あ
げ
て
鋭
い
大
学
批
判
を
試
み
て

い
る
。
私
は
そ
の
責
任
の
大
半
は
、
短
捌
大
学
が
負

う
べ
き
も
の
だ
と
譽
が
、
い
わ
ゆ
る
駅
弁
大
学
、

、

、

、

、

い
や
皷
近
で
は
各
駅
大
学
と
ま
で
郷
楡
さ
れ
る
に
至

つ
た
四
年
制
大
学
に
も
、
そ
の
貞
任
が
な
い
と
は
言

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
大
学
は
こ
れ
ら
の
批
判
を
卒

直
に
う
け
て
、
大
学
の
栄
光
の
判
を
製
す
る
た
め

に
、
反
省
期
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め

に
は
ま
ず
、
大
学
教
育
を
支
え
る
教
師
た
ち
の
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
へ
の
鳥
ル
と
、
人
閻
性
の
教
育
に
つ
い
て

志
賀
英
雄

「ファウスト」のジ十ケット

とゲーテの胸像
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の
反
省
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
私

は
私
な
り
に
、
大
学
教
授
二
十
年
生
の
昆
と
反
省

に
立
っ
て
、
私
の
講
義
に
出
席
す
る
延
べ
千
名
を
越

え
る
大
学
生
が
、
何
を
求
め
、
何
に
つ
い
て
考
え
て

い
る
か
を
知
ろ
う
と
思
っ
た
。
教
授
は
学
び
求
め
る

者
の
憲
を
知
っ
て
、
向
分
倫
或
の
懲
劣
、
張

を
周
到
に
立
て
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い

と
講
義
は
翻
的
と
な
り
、
嵳
に
と
っ
て
魅
力
の

な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
私
の
聴
消
生

は
全
学
部
に
亘
り
、
そ
の
高
が
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う

の
で
、
フ
ァ
ス
ト
博
し
の
よ
う
畢
部
の
一
切
を
究

め
る
ど
こ
ろ
か
、
理
解
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。

そ
れ
で
私
は
私
が
担
当
す
る
教
牒
円
科
倒
と
教
行

学
教
・
釜
に
出
席
す
る
学
生
を
対
象
と
し
、
彼
ら
に
典

通
の
主
謬
つ
い
て
考
え
九
結
架
、
「
私
の
一
冊
の

本
と
一
枚
の
名
曲
レ
コ
ー
ド
」
を
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の

題
H
と
し
、
こ
れ
に
り
ホ
ー
ト
形
式
で
貸
て
も
ら

う
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
学
生
は
1
多
少
の
例

外
は
あ
る
筈
だ
が
ー
い
つ
か
は
教
壊
に
立
ち
、

一
奪
虫
、
曇
に
つ
い
て
語
る
教
師
と
な
る
人
々
で
あ

る
か
ら
、
彼
ら
の
一
響
体
験
は
特
に
注
目
さ
れ
て
ょ

と
考
え
九
の
で
あ
る
。

)
、

し

と
こ
ろ
が
こ
の
試
み
に
つ
い
て
、
あ
る
教
授
は
、

「
近
頃
の
学
生
は
、
す
ぐ
に
大
学
の
倒
由
と
か
、
自

治
な
ど
を
一
人
前
に
議
す
る
が
、
教
科
冉
以
外
の

本
な
ど
、
殆
ど
兜
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

い

や
教
科
瞥
さ
え
も
買
お
う
と
し
な
い
者
が
い
る
。
」

と
歎
き
、
そ
れ
で
い
て
レ
ジ
ャ
ー
用
の
贅
沢
品
は
か

な
り
売
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
学
生

は
、
「
浪
人
ま
で
し
て
入
学
し
九
大
羊
は
、
マ
ン

モ
ス
教
室
で
の
マ
イ
ク
講
義
の
佃
日
で
、
勉
悔
す
る

殺
は
お
き
ず
、
講
義
の
内
容
も
テ
ク
ス
ト
の
佐
ψ

み
が
機
械
的
に
続
く
の
で
、
出
席
す
る
の
が
雛
に
な

る
。
」
と
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
に
教
授
と
学
牛
の

門
力
か
ら
、
互
い
に
大
学
を
木
是
し
合
、
つ
よ
う
な
発

叩
が
な
さ
れ
、
学
閥
の
殿
堂
」
は
い
ま
や
教
育
不

在
の
「
知
轟
の
百
貨
店
」
と
な
り
、
学
士
と
い
う
人

問
商
品
の
化
産
工
場
に
転
落
し
て
し
ま
っ
九
、
と
極

諭
す
る
者
も
で
て
く
る
始
末
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
催

か
に
大
学
の
危
機
と
.
[
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
ま
こ

そ
大
学
人
は
協
力
し
て
、
大
学
の
栄
光
の
座
の
回
後

の
た
め
に
、
何
を
な
す
べ
き
か
を
偵
器
考
え
、
そ

の
結
論
に
し
た
が
っ
て
有
動
す
べ
き
塒
だ
と
思
う

常
祭
身
に
つ
け
た
人
削
の
形
成
を
目
羌
す
点
に
あ

る
。
そ
の
九
め
に
大
学
生
は
、
自
分
の
人
間
性
の
形

成
に
必
要
な
新
し
い
価
値
の
発
兄
に
努
め
、
大
学
の

、
、
、

V
問
の
全
体
系
で
は
な
く
、
学
問
業
の
メ
ト
ー
デ

を
学
ぷ
べ
き
で
あ
る
。
メ
ト
ー
デ
さ
え
し
っ
か
り
学

べ
ば
、
〕
両
の
体
.
糸
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
白
ら
で
き

る
も
の
で
あ
る
。
メ
ト
ー
デ
な
き
体
糸
は
盲
目
な
の

だ
か
ら
。
そ
れ
と
共
畢
生
は
、
李
と
は
与
え
ら

れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
価
値
を
求
め
て
、
自
由
に
俊

分
を
形
成
し
て
ゅ
く
最
商
詩
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
大
諭
自
覚
の
一
つ
の

形
張
、
と
り
も
直
さ
ず
f
に
よ
る
白
己
形
成
な

の
で
あ
る
。
人
学
に
お
い
て
は
形
成
と
は
深
く
読
'

す
る
こ
と
で
あ
り
、
厳
し
く
楽
す
る
こ
と
で
あ
る

か
ら
だ
。

カ
ー
ラ
イ
ル
は
「
大
学
の
存
在
は
書
物
に
よ
っ
て

そ
の
毬
が
変
誓
れ
九
。
す
べ
て
の
教
授
が
、
我

々
の
九
め
に
暴
"
を
つ
く
し
た
と
し
て
も
、
す
べ
て

は
我
々
の
一
馨
に
か
か
っ
て
い
る
。
現
代
に
お
け
るい

真
の
大
学
は
図
譜
鉢
で
あ
る
」
と
:
,
ご
切
っ
て

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
極
論
で
あ
る
が
、
県
罷
な

き
大
学
織
備
と
し
て
も
成
立
し
え
な
い
。
大
学

僻
物
の
休
系
の
上
に
成
立
す
る
詣
機
関
で
あ

り
、
一
日
も
本
を
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
荷
背

翻
大
学
の
特
色
は
、
旧
制
大
学
の
よ
う
に
「
学

術
の
中
心
と
し
て
学
問
の
奥
義
を
極
め
る
」
 
C
と
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
幅
の
広
い
豊
か
な
教
餐
と
高

本
の
中
の
世
界
に
生
き
る
者
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体
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
教
授
と
学
生
に
と

つ
て
、
辨
物
曾
理
に
牛
き
る
た
め
の
R
毎
の
。
ハ
ン

で
あ
る
。
木
の
巾
の
川
外
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

我
々
人
学
人
は
「
理
性
人
」
(
工
0
ヨ
0
m
§
含
m
)
で

あ
る
と
共
に
、
ホ
.
物
な
し
に
生
き
る
こ
と
を
欲
し
な

詞
馨
人
」
(
工
0
ヨ
0
一
子
円
)
で
あ
る
。
私
倒
身

いも
古
物
の
な
い
豪
壮
な
邸
宅
よ
り
も
、
ル
易
に
閉
ま

れ
た
小
さ
な
小
屋
を
送
ぷ
で
あ
ろ
う
。
貞
理
は
こ
の

木
小
屋
の
中
に
溢
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
大
学
生
た
ち
は
、
ど
ん
な
本
を
日
何
の

ン
と
し
、
「
私
の
一
冊
の
木
」
と
し
て
何
を
送
ん

ハだ
の
か
。
ま
ず
一
冊
の
本
と
い
う
恕
Π
の
う
け
と
り

方
で
あ
る
が
、
人
に
ょ
「
て
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

自
分
の
人
冏
性
や
帰
革
世
界
観
を
離
し
た
本
、

九
と
え
ば
「
新
約
W
」
や
「
資
本
論
」
な
ど
か
ら
、

最
も
感
銘
を
う
け
た
本
、
最
も
好
き
な
本
、
あ
る
い

は
最
も
忘
鎚
態
い
出
の
本
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で

、

、

、

、

あ
っ
た
。
そ
し
て
ず
ば
り
こ
の
一
冊
と
一
言
い
釖
っ
た

者
、
一
冊
に
絞
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
と
訴
え
た

者
、
ど
ぅ
し
て
も
二
冊
あ
げ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
答

え
た
者
な
ど
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
レ
ホ
ー
ト
の
中
に
は
、
「
私
は
一
冊
の

本
を
求
め
ら
れ
て
強
い
シ
.
ツ
ク
を
う
け
た
。
な
ぜ

な
ら
今
ま
で
そ
の
よ
う
な
磊
を
も
っ
て
駐
制
を

し
九
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
」
と
い
う
化
U

や
、
「
僕
は
.
ル
器
業
嫌
い
だ
っ
九
の
で
、
一

ⅡⅡ

の
本
な
ど
は
な
い
。
」
と
欠
'
え
が
あ
っ
た
こ
と
に

後
者
の
答
え
に
は
少
な
か
ら
す
解
か
さ
れ
た
。
六
学

で
〕
両
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
専
門
聖
誘
む
こ
と

に
ょ
っ
て
利
学
的
に
思
索
す
る
こ
と
で
あ
る
。
大
学

と
は
、
こ
の
よ
う
な
学
問
的
思
*
の
メ
ト
ー
、
プ
在
学

ぷ
、
い
わ
ば
本
の
巾
)
Ⅲ
沸
な
の
だ
が
、
疏
ル
が
嫌

い
だ
と
い
う
こ
と
は
、
思
楽
を
し
な
い
こ
で
あ
り
、

人
学
小
と
し
て
の
存
在
松
を
厶
だ
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
こ
の
よ
う
な
学
化
は
工
学
曹
皷
も
多
く
、
商

学
楽
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
そ
し
て
一
冊
の
本
を

も
打
六
な
い
者
の
不
幸
に
つ
い
て
契
轟
、
私
に

反
撥
し
た
の
も
こ
れ
ら
の
学
生
た
ち
で
あ
九
。

し
か
し
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
っ
て
「
ム
,
ま
で

の
一
審
の
仕
方
に
つ
い
て
深
く
反
省
さ
せ
ら
れ
、
私

の
一
冊
の
本
需
か
め
る
六
め
、
読
み
返
す
こ
と
が

で
き
た
。
」
と
答
え
驫
美
な
学
生
も
、
こ
の
ほ
か

に
多
数
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ま
九
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

の
た
め
に
、
作
為
的
に
答
え
を
準
備
し
九
者
が
い
る
、

と
い
う
馨
や
忠
告
を
幾
つ
か
,
つ
け
と
っ
九
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
も
の
続
め
ぱ
す
ぐ
に
解
る
程
度
の

簡
単
な
記
述
な
の
で
、
不
採
用
に
し
九
。
私
も
こ
の

こ
と
を
予
想
し
て
、
青
名
だ
け
で
は
な
く
、
訣
審
感

私
は
で
き
上
っ
九
集
製
に
よ
っ
て
、
黒
社
人

学
佐
の
み
児
ら
れ
る
讐
と
い
っ
九
も
の
を
探
し

て
み
六
。
そ
し
て
そ
の
比
較
分
析
の
手
懸
り
に
、

^
^
Π
^
^
^
^
一
一
.
一
^
^
^
^
同
一
^
^
^
日
^
H
^

誓
発
表
し
九
「
私
の
心
に
に
の
こ
る
一
冊
の
本
」

と
踵
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
四
0
-
0
通
か
ら
集
計
し
九

「
べ
ス
ト
テ
ン
」
の
表
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
九
。

ま
ず
我
々
の
三
冊
の
本
」
の
べ
ス
ト
テ
ン
一
五
点

の
う
ち
「
朝
日
」
に
な
い
も
の
は
、
譜
名
の
左
肩
に

*
印
を
つ
け
て
お
い
九
。
そ
し
て
本
学
で
最
高
票
を

え
六
「
罪
と
罰
」
は
、
「
朝
日
」
の
「
外
国
文
学
」
の

部
門
で
は
第
九
位
、
第
五
位
の
「
ジ
ャ
ン
・
ウ
リ
ス

ト
フ
」
が
逆
に
第
一
位
に
な
て
い
る
。
九
だ
し

)し

「
朝
日
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
で
は
、
回
答
者
は
サ
ラ
リ

マ
ン
が
四
二
・
三
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
学
生
が
ニ
ハ
・
五

ハ
ー
セ
ン
ト
、
そ
の
他
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の

こ
と
を
憙
に
入
れ
て
比
較
し
な
け
れ
ば
な
る
ま

)
0

そ
れ
と
今
一
つ
、
本
学
で
は
作
者
が
女
性
で
あ

し

一
冊
の
本
に
つ
い
て

想
を
一
.
千
字
前
後
に
糾
め
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
促
出
さ
れ
九
九
三
通
の
レ

ポ
ー
ト
の
小
か
ら
十
弁
し
た
私
の
一
冊
の
本
」
は
、

別
表
の
通
り
で
あ
る
。



る
か
、
女
性
を
キ
題
と
し
た
小
説
が
圧
倒
的
に
多
い

の
は
、
回
答
者
の
半
数
近
く
が
女
子
学
生
で
あ
っ
た

か
ら
だ
。
し
九
が
っ
て
女
子
学
生
の
多
い
文
学
部
の

、
、
、
、

教
室
で
は
、
全
学
的
な
一
冊
の
本
を
調
べ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
本
学
に
は
、
戦
後
二
十
年
間
に

ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
本
は
、
「
風
と
共
に
去

り
ぬ
」
の
ほ
か
は
一
冊
も
な
い
。
大
学
生
は
や
は
り

価
値
の
定
着
し
た
古
典
を
ま
ず
選
ぷ
、
と
い
う
正
統

的
窪
響
観
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
の
レ
ポ
ー
ト
を
分
析
し
て
み
て
、
第
一

に

感
じ
た
こ
と
は
、
大
学
生
と
は
い
わ
ず
、
一
般
倫

書
人
た
ち
の
マ
磊
譜
の
。
ハ
タ
ー
ン
」
と
い
っ
た
も

の
が
で
き
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
各
社
が
競
っ
て
出
し
て
い
る
「
世
界

文
学
全
架
」
の
巾
か
ら
、
そ
つ
な
く
選
ぱ
れ
た
と
い

う
印
象
が
強
い
。
そ
れ
は
切
実
な
思
索
と
体
験
に
即

し
て
選
ぱ
れ
た
一
冊
の
本
と
い
う
感
祭
伴
っ
て
い

な
い
の
が
か
な
り
多
い
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
九
百
冊
驫
え
轟
物
の
中
に
、
洋
書

に
ょ
る
も
の
が
、
英
文
発
の
数
冊
を
除
い
て
は
全

く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
英
文
科
生
が
英
書
驫

む
の
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
独
文
学
や
仏
文
学
磊

む
こ
と
は
、
い
ま
の
学
生
の
語
学
力
か
ら
み
れ
ぱ
、

求
め
る
方
が
無
理
か
も
知
れ
な
い
。
教
室
に
お
け
る

0
 
0
 
0
 
0
 
2

訳
涜
で
さ
え
心
細
い
状
態
な
の
だ
か
ら
。

第
三
に
、
学
術
専
門
書
が
余
り
読
ま
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
僅
か
に
数
育
学
生
の
ル
ソ
ー

の
「
エ
ミ
ー
ル
」
二
票
と
、
法
学
部
生
の
イ
エ
ー
リ

ン
グ
「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」
と
ラ
ー
ト
プ
ル
ッ
フ

「
法
哲
学
」
、
そ
れ
に
文
学
部
生
の
「
資
本
論
」
と

「
上
ハ
産
党
喜
」
と
、
「
空
想
よ
り
科
学
へ
」
が
文
、

法
に
一
票
ず
つ
ぁ
っ
た
だ
け
。
た
だ
し
彭
共
北
京
市

長
、
陸
平
北
京
大
学
長
の
解
任
に
端
を
発
し
た
中
共

の
驚
台
風
の
思
想
上
の
眼
と
な
っ
た
毛
沢
東
の

「
実
践
論
・
矛
盾
芭
は
、
俸
か
に
四
票
で
は
あ
る

が
、
社
会
科
学
舎
の
最
高
位
に
立
っ
て
い
る
。
し
か

し
こ
れ
と
て
も
確
か
な
マ
ル
ク
ス
主
義
的
世
界
観
の

自
党
に
お
い
て
選
ば
れ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
は
後
で
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
国

文
生
の
「
万
援
」
や
「
源
氏
物
語
」
「
平
"
物
語
」
な

ど
の
十
票
は
、
教
宅
講
義
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

英
文
科
生
の
シ
ェ
ー
ク
ス
。
ヒ
ア
の
十
答
同
様
に
み

て
ょ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
大
学
生
が
学
術
書
を

読
む
と
い
う
こ
と
は
、
点
爽
洲
文
を
習
＼
と
き
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
謡
ル
お
貧
困
は
、

果
の
貧
困
と
な
り
、
や
が
て
は
大
学
の
貧
困
を
来

ら
す
理
虜
の
一
つ
と
も
な
ろ
う
。
集
計
さ
れ
九
一
冊

工
4

法社
会
0
0

2
 
1
 
0

0

1
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の
本
の
大
部
分
は
、
す
で
に
高
校
を
出
る
頃
ま
で
に

学
れ
て
い
て
、
大
学
に
入
っ
て
か
ら
出
会
っ
た
と

い
う
例
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら

の
一
冊
の
本
も
、
大
学
に
お
け
る
人
闇
性
や
思
器

成
長
と
共
に
、
△
,
後
誇
る
で
あ
ろ
う
。
「
私
の
一

冊
の
本
」
を
決
定
す
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
馨
と
思

索
を
必
愛
と
す
る
者
が
か
な
り
い
る
の
で
あ
る
。

箇
に
、
り
ポ
ー
ト
の
文
譜
つ
い
て
で
あ
る
が
、

多
数
の
巾
に
は
、
ま
こ
と
に
稚
拙
窮
ま
る
も
の
が
あ

つ
て
、
小
学
生
の
作
文
の
よ
う
な
拙
文
惡
文
振
り

で
あ
る
論
斤
や
文
葉
明
の
・
も
の
、
表
現
の
不
正

"
も
の
霊
上
の
主
翠
陰
蹴
で
の
目
器
を

欠
く
も
の
、
誤
字
や
当
て
字
は
:
.
園
う
に
及
ば
ず
、
送

り
が
な
や
鴛
点
の
打
ち
方
の
問
違
い
な
ど
、
こ
れ

が
大
学
生
の
書
く
文
゛
か
、
と
歎
息
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
何
元
由
語
の
教
事
学
ん
で
き
た
の
か
、

と
'
い
九
い
。
英
文
科
生
の
中
に
は
、
一
巳
曾
ゆ
昇
や

冨
ゆ
ヨ
0
選
を
正
確
に
綴
り
な
が
ら
、
国
字
で
は
感

、

、

心
と
か
気
憧
と
書
き
、
ま
た
あ
る
者
は
「
登
上
人
物

の
 
m
ゆ
三
晶
」
な
ど
と
書
い
て
い
る
。
こ
と
に
こ
の

女
f
学
生
の
文
章
な
ど
気
の
毒
な
ほ
ど
酷
い
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
中
に
は
、
思
想
や
咸
儒
が
人

々
に
訴
え
る
深
さ
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
女
現
の
"

さ
や
渓
字
の
多
さ
の
た
め
に
、
却
っ
て
文
発
傷
つ

い
て
し
ま
っ
た
惜
し
い
も
の
も
あ
っ
九
。
総
じ
て
大

学
生
の
一
冊
の
本
と
し
て
は
余
り
に
も
無
邪
気
な
、

と
思
わ
れ
る
書
物
、
例
え
ば
サ
ト
ー
・
ハ
チ
ロ
ー
の

「
お
か
あ
さ
ん
」
、
講
軽
本
の
「
徳
川
光
圀
」
「
十

五
少
極
流
記
」
「
列
車
窃
表
」
な
ど
を
挙
け
た

諸
"
の
文
章
が
、
ま
こ
と
に
幼
稚
な
拙
文
で
あ
っ
た

こ
と
、
そ
れ
と
は
<
ヒ
く
反
対
に
、
「
資
本
論
」
や
「
共

器
吾
」
や
「
実
噐
・
謡
論
」
な
ど
の
よ
う

な
、
辧
解
な
学
術
齊
を
挙
げ
た
学
生
の
文
章
も
ま

た
、
こ
れ
に
劣
ら
ぬ
悪
文
で
あ
っ
九
こ
と
は
、
意
外

で
あ
っ
た
。
あ
の
よ
う
な
文
杵
+
を
書
く
よ
う
で
は
、

こ
の
雛
が
本
当
に
理
解
で
き
た
の
か
疑
わ
し
い
。

一
般
に
霊
的
思
書
、
一
一
晶
的
坐
の
上
に
深
ま

つ
て
ゅ
く
と
思
う
か
ら
だ
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
拙
文
愚
文
は
、
レ
ポ
】
ト

<
L
体
か
ら
み
れ
ぱ
、
絶
吊
な
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
、
欣
然
と
し
て
、
あ
る
い
は
た

め
ら
い
な
が
ら
、
日
ご
ろ
感
じ
、
考
え
、
悩
ん
で
い

る
こ
と
を
、
「
私
の
.
冊
の
本
」
に
託
し
て
、
卒
直

に
ま
た
思
慮
深
く
語
「
て
く
れ
た
学
生
が
、
愆
外
に

多
か
っ
た
こ
と
を
、
私
は
大
変
坂
謝
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
中
に
は
、
峠
し
か
っ
六
饗
の
体
験
の
告
白

や
「
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
私
が
聖
に
あ
て
た
一
種
の

手
準
す
」
と
鴛
て
、
心
境
を
吐
嬬
し
た
女
子
学

生
、
あ
る
い
は
「
僕
の
日
記
の
一
部
で
す
」
と
の
ぺ

て
、
克
明
に
そ
の
抜
萃
を
ル
凹
い
た
学
生
が
い
た
の
に

は
、
そ
の
告
白
の
内
容
に
鼎
一
し
て
、
私
は
少
な
か

ら
ず
感
銘
を
う
け
九
。
そ
し
て
こ
の
種
の
レ
飛
ー
ト

を
書
い
九
学
生
は
、
ほ
か
に
も
か
な
り
い
て
、
そ
の

盡
も
文
学
的
に
彫
琢
さ
れ
た
立
派
な
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
だ
け
に
私
は
研
究
室
の
机
の
上
に
、
積
み

あ
げ
ら
れ
た
千
通
に
近
い
レ
ポ
ー
ト
を
、
毎
品
義

の
あ
と
七
時
頃
ま
で
、
一
つ
ず
つ
丁
寧
に
目
を
通
し
、

誰
の
手
も
借
り
ず
に
一
人
で
こ
れ
条
計
し
た
。

こ
れ
ら
の
レ
ポ
ー
ト
を
読
み
な
が
ら
、
そ
の
中
に

の
べ
ら
れ
て
い
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
教
師
は
求
め

ら
れ
れ
ぱ
心
を
こ
め
て
助
一
言
や
指
導
の
労
を
と
ら
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
大
学
と
い
う
学
問
共

同
体
の
中
に
あ
う
て
、
意
外
に
多
く
の
大
学
生
が
孤

独
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
彼
ら
自
身
の
問
題
を
抱
え

て
光
え
、
悩
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
「
教
育
不
在
の
大

学
」
と
い
う
批
判
の
声
が
聞
か
れ
る
昨
今
、
大
学
教

育
を
支
え
る
も
の
昼
理
と
髪
と
に
よ
る
人
閻
性
の

触
れ
あ
い
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
こ
と
に
独
自
の
学

風
在
も
っ
て
、
人
W
の
教
育
に
当
る
わ
れ
ら
の
同

志
社
大
学
を
し
て
、
教
介
の
典
理
に
属
す
る
栄
光
の

~
雨
と
す
る
た
め
に
、
こ
の
黒
を
絶
対
に
欠
い
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
交
学
部
教
授
・
教
育
原
理
)
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