
瀧
井
一
博
著

『
ド
イ
ツ
国
家
学
と
明
治
管
制

　
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
国
家
学
の
軌
跡
　
　
』

一

路
　
転
記
　
志

　
本
書
は
、
著
者
瀧
井
一
博
氏
が
大
学
院
在
学
中
か
ら
続
け
て
き
た
シ
ュ
タ

イ
ン
国
家
学
研
究
を
ま
と
め
た
博
士
論
文
で
あ
る
。
著
者
は
、
京
都
大
学
大

学
院
法
学
研
究
科
の
西
洋
法
史
専
攻
の
出
身
で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
関
心
は

広
く
、
近
代
日
本
へ
も
当
初
か
ら
深
い
関
心
を
有
し
て
い
た
。
著
者
が
近
代

日
本
の
国
家
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
シ
ュ
タ
イ
ン
を
最
初
の
研
究

対
象
に
選
ん
だ
の
も
、
日
本
に
お
け
る
西
洋
思
想
の
受
容
の
問
題
を
視
野
に

入
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
本
書
を
通
読
す
る
と
、
著
者
が
京
大
西
洋
法
史
の
伝
統
と
な
っ
て
い
る
知

識
社
会
史
的
・
思
想
史
的
な
法
学
説
史
研
究
の
手
法
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の

と
し
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
法
学
部
内
外
で
活
性
化
し
て
い
る
近
代
日
本

研
究
の
蓄
積
を
十
分
に
活
用
し
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
著
者
の

享
有
し
え
た
恵
ま
れ
た
環
境
が
、
本
書
の
よ
う
な
、
学
際
的
で
あ
り
な
が
ら

重
厚
か
つ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
業
績
の
揺
藍
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
さ
り
な

が
ら
、
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
環
境
を
十
分
に
生
か
す
だ
け
の
高
い
研
究
能

力
を
著
者
が
有
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。

二

　
さ
て
、
本
書
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
ド
イ
ツ
国
家
学
の
本
国
ド
イ

ツ
に
お
け
る
成
立
と
展
開
を
辿
り
、
そ
れ
の
わ
が
国
へ
の
伝
播
と
そ
の
帰
趨

を
見
届
け
る
こ
と
で
、
明
治
日
本
の
欄
国
制
知
』
の
実
態
と
機
能
に
比
較
法

史
の
視
野
か
ら
論
究
し
て
い
く
こ
と
」
（
四
頁
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
国
制

知
扁
と
は
、
著
者
が
新
た
に
提
起
し
た
概
念
で
あ
っ
て
、
「
国
家
の
構
成
と

諸
制
度
一
国
制
　
　
を
構
想
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
国
制
の
支
柱
に
な

っ
て
そ
れ
を
運
営
し
て
い
く
知
的
営
み
、
な
い
し
そ
れ
に
携
わ
る
学
識
集

団
」
（
二
頁
）
を
意
味
す
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
国
家
学
が
こ
の
意
味
で
の
「
国

士
知
」
と
し
て
明
治
日
本
に
受
容
さ
れ
た
の
か
否
か
、
そ
し
て
受
容
の
あ
り

方
如
何
、
こ
れ
が
本
書
の
主
題
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
、
次
の
通
り
。

　
　
　
序
章
　
「
国
制
知
」
と
い
う
考
え
方

　
　
第
工
部
　
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
ー
そ
の
生
涯
と
思

　
想

　
　
　
第
一
章
　
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
学
の
興
亡

　
　
　
第
工
章
　
　
「
国
家
学
者
」
シ
ュ
タ
イ
ン

　
　
　
第
三
章
　
　
「
比
較
法
学
者
」
シ
ュ
タ
イ
ン

　
　
第
頬
部
　
シ
ュ
タ
イ
ン
と
明
治
日
本

　
　
　
第
四
章
　
シ
ュ
タ
イ
ン
詣
で

　
　
　
第
五
章
　
伊
藤
博
文
の
滞
欧
憲
法
調
査

　
　
第
田
部
　
国
家
学
・
国
家
学
会
・
国
家
学
者
　
　
明
治
日
太
・
の
国
制
知

　
　
　
第
六
章
　
国
家
学
会
と
明
治
国
制

　
　
　
終
章
　
国
家
学
会
の
退
場
、
国
家
学
者
の
誕
生

　
～
見
し
て
分
か
る
と
お
り
、
思
想
の
継
受
と
い
う
問
題
意
識
を
強
く
反
映
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評書

し
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
－
部
は
継
受
の
紺
象
と
な
っ
た

シ
ュ
タ
イ
ン
国
家
学
を
ド
イ
ツ
で
の
文
脈
に
置
い
て
検
討
し
、
第
H
部
で
、

伊
藤
博
文
な
ど
を
通
し
た
シ
ュ
タ
イ
ン
思
想
の
日
本
へ
の
継
受
の
場
面
を
描

き
、
第
皿
部
で
、
継
受
さ
れ
た
シ
ュ
タ
イ
ン
国
家
学
の
行
く
宋
を
論
じ
る
。

加
え
て
著
者
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
、
伊
藤
博
文
、
渡
辺
洪
基
と
い
う
三
人
の
人

物
を
そ
れ
ぞ
れ
の
部
の
主
人
公
に
し
て
、
思
想
継
受
の
問
題
を
生
き
生
き
と

し
た
人
間
の
ド
ラ
マ
と
し
て
描
い
て
い
る
。
本
書
が
、
高
度
な
内
容
で
し
か

も
第
一
次
史
料
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
き
わ
め
て
実
証
的
な
研
究
書
で
あ
り

な
が
ら
、
読
み
や
す
く
読
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
の
は
、
問
題
意
識
や
構
成
が

明
快
で
あ
り
、
印
象
的
な
人
物
に
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
生
彩
あ
ふ
れ
る
叙

述
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
が
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

三

　
本
書
第
－
部
は
、
尻
漏
な
シ
ュ
タ
イ
ン
国
家
学
体
系
の
梗
概
を
示
す
の
で

は
な
く
、
彼
の
学
問
形
態
を
「
そ
れ
を
支
え
て
い
る
思
想
的
源
体
験
の
部
分

に
ま
で
遡
行
し
て
成
立
史
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
」
（
二
六
頁
）
を
課
題
と

す
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
多
方
面
に
渡
る
学
問
活
動
の
中
で

法
学
こ
そ
が
求
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
し
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
法
学

の
展
開
の
中
に
シ
ュ
タ
イ
ン
を
位
置
づ
け
る
。
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
法
学
の
主

流
は
歴
史
法
学
派
か
ら
実
証
主
義
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

本
書
で
は
シ
ュ
タ
イ
ン
と
そ
れ
ら
と
の
共
通
点
と
分
岐
点
と
が
次
第
に
明
ら

か
に
な
っ
て
い
く
。

　
ま
ず
第
一
章
で
は
、
当
時
の
国
家
学
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
が
簡
短
に
紹
介

さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
学
方
法
論
が
国

家
学
に
あ
た
え
た
壊
滅
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

は
、
歴
史
と
体
系
と
い
う
二
つ
の
方
法
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多

様
な
対
象
の
中
に
あ
る
高
次
の
統
一
を
解
明
し
生
の
原
理
を
探
求
す
る
こ
と

を
ヴ
イ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
課
題
だ
と
し
た
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
ロ
ー
マ
法

学
と
異
な
り
、
体
系
化
す
べ
き
実
定
的
な
素
材
を
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
国

家
学
は
、
こ
の
意
味
で
の
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
た
り
え
ず
解
体
し
て
い
く
。

こ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
抗
し
て
、
国
家
学
を
体
系
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
が

シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
る
。

　
こ
の
第
一
章
の
叙
述
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
を
歴
史
法
学
の
徒
で
あ
る
と
位
鐙

づ
け
る
第
二
章
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
章
で
は
、
若
き
シ
ュ
タ
イ
ン

が
サ
ヴ
イ
ニ
ー
と
同
様
に
、
ド
イ
ツ
的
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
を
そ

の
思
想
の
基
底
に
置
く
こ
と
、
そ
し
て
、
法
を
フ
ォ
ル
ク
の
意
識
の
所
産
と

解
し
法
史
学
に
法
の
認
識
手
段
と
し
て
の
独
自
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
示

さ
れ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
も
受
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

現
実
の
法
現
象
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
に
統
一
を
与
え
る
体
系
的
な
法
則

性
の
探
求
を
法
史
学
の
課
題
と
す
る
と
い
う
点
、
謝
罪
す
れ
ば
、
法
史
学
を

ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
到
哲
学
的
体
系
知
と
位
置
づ
け
る
と
い
う
点
に
見
ら

れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
「
現
代
の
必
要
扁
へ
の
考
え
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
タ
イ

ン
は
サ
ヴ
ィ
ニ
…
と
挟
を
分
か
つ
。
哲
学
的
・
理
念
的
体
系
観
に
立
つ
サ
ヴ

ィ
ニ
ー
は
「
ロ
…
マ
法
大
金
」
の
法
源
研
究
に
よ
っ
て
現
代
の
ド
イ
ツ
市
民

法
が
体
系
化
で
き
る
と
考
え
る
が
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
喬
わ
せ
る
と
、
そ
れ
は

フ
ォ
ル
ク
に
根
ざ
し
た
ド
イ
ツ
法
と
法
生
活
の
否
定
で
あ
り
、
社
会
が
現
実

に
生
み
出
す
諸
矛
盾
が
階
級
闘
争
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る
「
現
代
」
に
対
応

で
き
る
現
実
的
な
体
系
を
生
み
出
し
え
な
い
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
現
代
」

を
、
調
和
を
欠
い
た
階
級
対
立
の
特
代
と
い
う
意
味
で
の
「
社
会
の
時
代
」
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と
診
断
し
、
こ
の
状
況
に
耐
え
う
る
社
会
秩
序
の
可
能
性
を
国
家
に
よ
る
上

か
ら
の
社
会
改
革
に
託
す
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
法
学
は
、
こ
の
課
題

に
応
え
う
る
有
機
体
的
国
家
を
ド
イ
ツ
・
フ
ォ
ル
ク
に
も
た
ら
す
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
彼
の
法
学
論
は
、
社
会
秩
序
の
申
で
の
法
の
形

成
力
の
認
識
を
課
題
と
す
る
「
法
の
社
会
理
論
」
と
な
り
、
彼
の
國
家
学
は
、

階
級
対
立
・
社
会
運
動
を
解
消
し
共
同
体
的
統
一
を
も
た
ら
す
た
め
に
「
行

政
」
を
通
じ
て
市
民
社
会
を
轡
導
す
べ
き
国
家
の
行
動
倫
理
を
形
成
す
る
こ

と
を
課
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ン
国
家
学
と
は
轟
社
会
』

と
い
う
新
し
い
現
象
を
い
か
に
し
て
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
、
す
な
わ
ち
『
哲
学

的
体
系
知
融
と
い
う
古
い
革
袋
に
盛
り
込
む
か
」
（
五
六
頁
）
と
い
う
試
み

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
実
証
主
義
の
繁
栄
へ
と
向
か
う
時
代
に
取
り
残
さ
れ
た
。

最
後
に
著
者
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
日
本
へ
の
関
心
の
背
察
に
、
ド
イ
ツ
で
実

現
さ
れ
な
か
っ
た
自
分
の
理
想
と
す
る
学
問
と
国
家
を
、
H
本
に
も
た
ら
そ

う
と
い
う
意
欲
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
第
三
章
で
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
日
本
に
強
い
関
心
を
示
し
た
も
う
…
つ
の

理
由
、
す
な
わ
ち
彼
の
比
較
法
学
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
彼
の
ゲ
ル
マ

ニ
ス
ト
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
、
法
を
フ
ォ
ル
ク
の
生
活
関
係
と
の
密

接
な
繋
が
り
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
代
表
的

ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
べ
ー
ゼ
ラ
ー
が
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法
秩
序
を
フ
ォ
ル
ク
の
生

活
の
本
質
と
と
ら
え
身
分
制
秩
序
を
正
当
化
す
る
の
に
対
し
、
シ
ュ
タ
イ
ン

は
産
業
社
会
に
お
け
る
階
級
対
立
を
現
代
の
生
活
関
係
の
本
質
と
と
ら
え
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
歴
史
法
学
の
法
源

理
論
を
社
会
理
論
と
し
て
読
み
替
え
る
試
み
の
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、
法
社

会
学
に
と
っ
て
の
先
駆
的
意
義
を
も
つ
。

　
他
方
で
シ
ュ
タ
イ
ン
の
比
較
法
学
は
、
彼
が
ヨ
…
ロ
ッ
パ
を
一
つ
の
歴
史

的
単
一
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
史
学
を
志
向
す
る

と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
単
～
性
を
社
会
秩

序
の
形
成
原
理
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
見
い
だ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
史

を
自
由
な
社
会
秩
序
を
目
指
し
た
一
律
的
な
運
動
の
過
程
と
し
て
把
握
す
る
。

こ
こ
で
も
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
産
業
社
会
の
諸
問
題
を

共
有
し
て
い
た
こ
と
を
意
識
し
て
お
り
、
そ
の
問
題
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
の
ヴ

ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
有
意
義
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
一
方
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
産
業
社
会
が
世
界
的
に
拡
大
す
る
と
い
う
現
象
を
ふ
ま
え
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
史
を
世
界
法
史
へ
と
拡
大
し
よ
う
と
し
、
か
く
て
日
本
法
史

が
そ
の
視
野
へ
と
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

四

　
シ
ュ
タ
イ
ン
切
藁
の
日
本
へ
の
継
受
の
場
面
を
描
く
本
書
第
H
部
は
、
シ

ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
立
文
書
館
の
「
シ
ュ
タ
イ
ン
文
書
」

な
ど
ド
イ
ツ
側
の
第
一
次
史
料
を
も
用
い
た
、
き
わ
め
て
実
証
的
で
手
堅
い

研
究
で
あ
る
。
本
書
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
継
受
史
に
関
わ
る
日
章
の
既
知
の
史

料
を
ほ
ぼ
網
羅
的
に
用
い
て
お
り
、
今
後
か
な
り
の
期
問
、
こ
の
分
野
で
の

最
も
基
本
的
な
文
献
と
い
う
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
章
で
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
と
日
本
と
の
閾
の
交
流
が
概
観
さ
れ
る
。
こ

こ
で
は
ま
ず
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
日
本
へ
の
関
心
が
一
八
七
〇
年
代
前
半
に
遡

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
つ
い
で
、
両
者
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
ウ
ィ
ー
ン

の
日
本
公
使
館
の
役
割
が
強
調
さ
れ
る
。
伊
藤
が
憲
法
調
査
の
た
め
に
シ
ュ

タ
イ
ン
の
も
と
を
訪
ね
た
の
も
、
公
使
館
員
で
あ
っ
た
河
島
醇
の
影
響
が
決

定
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
伊
藤
の
憲
法
調
査
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
と
日
本
と
の
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害

関
わ
り
が
質
的
に
転
換
す
る
画
期
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
は
日
本
人
の
側
が

次
々
に
シ
ュ
タ
イ
ン
に
学
び
に
い
く
と
い
う
「
シ
ュ
タ
イ
ン
詣
で
」
の
状
況

が
現
出
す
る
。
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
本
書
が
最
初
と
書
っ
て
よ

い
が
、
当
時
の
政
府
要
人
、
宮
僚
、
軍
人
、
宮
中
関
係
者
、
学
者
、
実
業
家
、

宗
教
家
な
ど
が
、
社
会
的
地
位
や
政
治
的
立
場
の
如
何
を
問
わ
ず
、
こ
ぞ
っ

て
シ
ュ
タ
イ
ン
を
訪
れ
て
い
る
様
子
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ

ン
が
そ
れ
ほ
ど
日
本
人
を
引
き
つ
け
え
た
の
は
、
講
義
内
容
の
多
彩
さ
と
彼

の
話
好
き
に
依
る
の
み
な
ら
ず
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
麟
本
の
こ
と
を
聞
き
た
が

っ
た
こ
と
が
日
本
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
醸
成
し
た
か
ら
で
も
あ
る
と
い

う
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
名
声
が
、
彼
へ
の
仲
介
者
た
る
伊
藤
の
権
力
資
源
に
も

な
っ
た
、
と
い
う
指
…
摘
も
興
味
深
い
。

　
「
シ
ュ
タ
イ
ン
詣
で
」
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
伊
藤
の
憲
法
調
査
を
描
い

て
い
る
の
が
第
五
章
で
あ
る
が
、
こ
の
章
の
生
き
生
き
と
し
た
叙
述
は
ま
さ

に
圧
巻
で
あ
る
。
ま
ず
は
調
査
の
経
過
が
詳
細
に
跡
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ

で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
当
初
、
憲
法
調
査
が
政
府
内
外
で
積
極
視
さ
れ
ず
、

伊
藤
自
身
も
精
神
的
に
弱
っ
て
い
た
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
到
着
後
も
調
査
は

順
調
に
進
ま
ず
、
伊
藤
が
調
査
団
を
掌
握
で
き
な
い
状
況
に
す
ら
あ
っ
た
こ

と
、
と
こ
ろ
が
ウ
ィ
ー
ン
に
赴
い
た
伊
藤
が
シ
ュ
タ
イ
ン
に
会
っ
た
と
た
ん

に
調
査
へ
の
自
信
を
取
り
戻
し
た
こ
と
、
伊
藤
二
行
と
シ
ュ
タ
イ
ン
と
の
関

係
は
伊
藤
が
ウ
ィ
ー
ン
を
離
れ
た
後
も
持
続
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
と
の
鵬
会
い
は
伊
藤
の
憲
法
調
査
の
分
水
嶺

を
な
す
が
、
伊
藤
と
シ
ュ
タ
イ
ン
と
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
共
鳴
し
あ
っ
た
理

由
と
し
て
、
著
者
は
次
の
点
を
指
摘
す
る
。
一
方
の
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
大
学

は
ω
欝
鉾
し
。
ヨ
帥
言
翻
官
僚
を
養
成
す
る
国
家
的
機
関
と
し
て
国
家
学
の
教
育

の
場
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、

挫
折
感
を
味
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
と
い
う
自
己
の
学
説
を
実
現
す

る
場
を
見
い
だ
し
た
。
他
方
の
伊
藤
は
、
政
府
外
で
大
隈
重
信
の
下
に
結
集

す
る
「
政
談
的
知
識
人
」
に
対
抗
し
う
る
「
科
学
的
知
識
人
」
を
養
成
す
る

必
要
を
痛
感
し
て
い
た
と
同
時
に
、
政
府
内
の
井
上
毅
の
よ
う
な
知
識
人
に

対
抗
し
う
る
だ
け
の
独
自
の
憲
法
構
想
を
必
要
と
し
て
い
た
。

　
シ
ュ
タ
イ
ン
の
講
義
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
二
人
の
要
請
と
熱

意
が
ぴ
っ
た
り
咬
み
合
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
を
著
者
は
次
の

よ
う
に
紹
介
す
る
。
ち
な
み
に
、
本
書
で
シ
ュ
タ
イ
ン
の
学
説
の
内
容
が
直

接
示
さ
れ
る
の
は
、
伊
藤
へ
の
講
義
を
紹
介
し
た
こ
の
部
分
だ
け
で
あ
る
。

　
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ま
ず
国
家
を
～
個
の
人
格
と
捉
え
る
が
、
お
よ
そ
人
格
は

自
己
意
識
・
意
思
・
行
為
の
要
素
を
備
え
る
も
の
で
、
国
家
も
自
己
意
識
を

具
現
す
る
君
主
、
意
思
を
形
成
す
る
立
法
部
、
行
為
を
司
る
行
政
部
を
有
す

る
。
立
憲
制
と
は
、
こ
れ
ら
の
三
機
関
が
互
い
に
独
立
し
な
が
ら
調
和
を
保

つ
政
体
で
あ
っ
て
、
立
法
部
専
横
の
危
険
を
は
ら
む
民
主
主
義
は
立
憲
制
と

対
立
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
シ
ュ
ダ
イ
ン
に
よ
る
く
臼
欲
ω
ω
§
σ
q
の
概
念
に
は

二
義
が
存
し
、
狭
義
の
く
Φ
二
手
ω
壽
σ
q
は
国
家
の
意
思
形
成
作
用
（
憲
政
）

及
び
そ
の
作
用
を
担
う
立
法
権
の
秩
序
と
権
限
を
定
め
る
法
規
範
（
憲
法
）

を
意
味
す
る
が
、
立
憲
制
に
お
い
て
立
法
部
は
他
の
機
関
と
調
和
を
保
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
一
要
素
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
狭
義
の
く
Φ
門
賦
。
。
－

ω
毒
α
q
は
、
広
義
の
、
真
の
意
昧
で
の
く
虫
鍵
ω
ω
毎
α
Q
す
な
わ
ち
国
家
の
三
大

機
関
の
関
係
、
国
家
の
全
体
的
な
内
部
構
造
を
規
律
す
る
「
軍
制
扁
の
一
部

に
過
ぎ
な
い
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
狭
義
の
く
Φ
臥
器
。
。
窪
σ
q
（
憲
法
／
憲
政
）

を
克
服
し
広
義
の
く
①
臥
霧
。
。
琶
σ
q
（
国
幣
）
を
確
立
す
る
と
い
う
役
割
を
、

く
Φ
暑
巴
冒
p
σ
Q
（
行
政
）
に
期
待
す
る
。
行
政
は
、
憲
政
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
国
家
意
思
を
現
実
の
も
の
に
す
る
た
め
の
国
家
の
行
為
を
担
う
も
の
で
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あ
る
が
、
憲
政
が
現
実
社
会
の
諸
村
立
や
諸
矛
盾
を
解
決
す
る
に
は
無
力
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
個
々
人
の
人
格
的
発
展
と
公
益
の
実
現
と
い
う
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
独
立
の
活
動
を
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン

の
講
義
は
、
行
政
に
よ
る
憲
法
／
憲
政
の
相
対
化
を
教
え
、
憲
法
に
と
ど
ま

ら
な
い
国
家
活
動
一
般
を
対
象
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
さ

ら
に
、
公
益
を
担
う
行
政
を
支
え
る
官
僚
の
養
成
に
つ
い
て
、
社
会
に
つ
い

て
の
認
識
に
基
礎
づ
け
ら
れ
国
家
の
構
成
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
国
家
学
に

基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
大
学
に
お
い
て
集
約
的
に

制
度
化
さ
れ
た
形
で
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
教
え
た
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
伊
藤
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
タ
イ
ン
の
講
義
か
ら
、
国

制
の
全
体
像
の
把
握
を
通
じ
て
憲
法
／
憲
政
を
相
対
化
す
る
と
い
う
視
点
を

学
び
、
大
学
に
よ
る
政
治
エ
リ
ー
ト
の
養
成
と
い
う
文
教
政
策
の
構
想
を
獲

得
し
た
。
さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
す
で
に
抽
象
的
な
自
然
法
論
が
過
去

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
し
、
日
本
の
民
権
派
政
治
理
論
や
英

仏
学
を
克
服
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
か
く
て
伊
藤
は
、
知
識
人
に
対
抗
し
う

る
立
憲
指
導
者
と
な
っ
て
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

五

　
本
書
第
斑
部
第
六
章
と
終
章
は
、
初
期
の
国
家
学
会
を
素
材
に
、
明
治
日

本
に
お
け
る
「
国
制
知
」
の
形
態
を
探
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
国
家
学
会
は
、

大
学
を
新
知
識
人
の
リ
ク
ル
ー
ト
機
構
と
す
る
伊
藤
の
構
想
の
延
長
上
に
、

腹
心
の
渡
辺
洪
基
に
よ
っ
て
設
立
運
営
さ
れ
た
、
国
家
思
想
の
討
究
と
普
及

の
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
国
家
活
動
全
般
に
つ
い
て
の
実
践
的
鋪
識
を
対

象
と
し
、
政
治
エ
リ
ー
ト
を
幅
広
く
糾
合
す
る
学
術
1
1
政
治
組
織
で
あ
り
、

私
立
法
律
学
校
で
養
成
さ
れ
る
政
談
的
知
識
人
に
対
抗
し
て
思
想
界
の
転
轍

を
計
ろ
う
と
す
る
「
知
の
墨
銀
の
場
」
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
目
標
と
さ
れ

た
の
は
、
「
歴
史
的
方
法
に
則
っ
て
比
較
と
統
計
の
視
野
で
自
国
の
具
体
的

形
勢
の
分
析
と
位
置
づ
け
を
行
い
、
果
て
は
そ
の
都
度
毎
の
政
策
に
も
関
与

し
て
い
け
る
よ
う
な
知
的
営
み
と
そ
の
担
い
手
を
創
出
す
る
こ
と
」
（
二
八

八
頁
）
で
あ
り
、
こ
の
営
み
は
、
ド
イ
ツ
の
学
問
方
法
に
依
拠
し
つ
つ
も
結

果
的
に
は
臼
本
独
自
の
「
国
制
知
」
を
構
築
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
今
日
で

い
う
政
策
科
学
の
明
治
期
に
お
け
る
発
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

一L
ノ、

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
書
で
展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
は
、
ド
イ
ツ
法
学
説
史

か
ら
日
独
交
流
史
、
日
本
憲
法
史
・
政
治
史
を
経
て
、
日
本
の
大
学
史
に
至

る
ま
で
の
多
く
の
分
野
に
渡
っ
て
縦
横
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ス
ケ
ー

ル
の
大
き
さ
、
視
点
の
斬
新
さ
、
論
証
の
確
か
さ
か
ら
し
て
、
多
く
の
分
野

で
重
要
な
業
績
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
が
従
来

の
研
究
に
付
け
加
え
た
知
見
と
、
提
起
し
た
問
題
点
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、

さ
し
あ
た
り
次
の
諸
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
、
政
治
思
想
史
や
社
会
思
想
史
の
分
野
で
の
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
に
つ

い
て
い
え
ば
、
従
来
の
研
究
の
主
流
が
シ
ュ
タ
イ
ン
を
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
と
位

置
づ
け
た
り
、
社
会
王
政
論
者
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
た
り
す
る
も
の
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
著
者
は
、
一
貫
し
た
歴
史
法
学
派
に
し
て
ゲ
ル
マ
ニ

ス
ト
と
い
う
新
た
な
シ
ュ
タ
イ
ン
像
を
提
起
し
て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
像
を

大
き
く
塗
り
替
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
の
議
論
を
引
き
起
こ
す
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
門
外
漢
の
評
者
か
ら
見
る
と
、
従
来
の
研
究
で
ヘ
ー

ゲ
ル
の
影
響
と
さ
れ
て
い
た
部
分
に
つ
い
て
著
者
が
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
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評書

の
か
が
、
い
さ
さ
か
分
か
り
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
歴
史
法

学
派
と
し
て
の
側
面
と
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
と
し
て
の
側
面
が
哲
学
的
イ
デ
ア
リ

ス
ム
ス
と
い
う
学
問
観
に
お
い
て
構
立
す
る
と
論
じ
る
が
、
そ
の
弁
証
を
も

う
少
し
丁
寧
に
お
こ
な
っ
て
欲
し
か
っ
た
。

　
次
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
を
重
要
な
「
在
外
お
雇
い
」
と
位
置
づ
け
る
視
点
は
、

お
雇
い
外
国
人
の
研
究
に
新
た
な
局
面
を
も
た
ら
し
う
る
。
来
日
し
た
ロ
ェ

ス
ラ
ー
や
モ
ッ
セ
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
に
か
な
り
の
研
究
が
な

さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

来
日
し
な
か
っ
た
シ
ュ
タ
イ
ン
や
グ
ナ
イ
ス
ト
も
政
府
顧
問
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
ら
と
日
本
政
晦
と
の
や

り
と
り
を
、
日
独
双
方
の
史
料
に
基
づ
い
て
解
明
す
る
こ
と
が
今
後
必
要
に

な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
日
本
の
諸
制
度
に
対
す
る
彼
ら
の
影

響
を
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
つ
つ
論
じ
る
に
は
、
独
特
の
困
難
が
伴
う
。
モ
ッ
セ

は
グ
ナ
イ
ス
ト
の
弟
子
で
あ
る
の
で
、
こ
の
愚
考
の
影
響
を
区
別
す
る
の
が

難
し
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
グ
ナ
イ
ス
ト
、
シ
ュ
タ
イ
ン
そ
し
て
ロ

ェ
ス
ラ
…
も
ド
イ
ツ
法
学
史
に
お
い
て
同
～
の
学
派
に
括
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、
三
者
の
学
説
や
主
張
は
似
通
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
が
シ
ュ
タ

イ
ン
に
つ
い
て
、
ま
た
ジ
ー
メ
ス
教
授
が
ロ
ェ
ス
ラ
ー
に
つ
い
て
為
し
た
よ

う
に
（
噸
日
本
国
家
の
近
代
化
と
臨
地
ス
ラ
ー
聴
｝
九
七
〇
年
、
未
来
社
）
、

他
の
お
雇
い
外
国
人
に
つ
い
て
も
、
本
国
ド
イ
ツ
で
の
学
説
史
的
な
位
置
づ

け
と
、
ド
イ
ツ
で
の
業
績
・
学
説
内
容
の
比
較
検
討
が
必
要
に
な
っ
て
く
る

で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
本
書
が
日
本
近
代
の
政
治
史
お
よ
び
憲
法
史
に
対
し
て
な
し
た

寄
与
は
、
伊
藤
の
憲
法
調
査
と
「
シ
ュ
タ
イ
ン
詣
で
」
に
つ
い
て
の
新
た
な

統
合
的
な
見
方
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
伊
藤
は
憲
法
調
査
を
通
じ
て
政

府
内
外
の
知
識
人
に
対
抗
し
う
る
立
憲
指
導
者
と
し
て
の
自
信
を
つ
け
た
が
、

そ
れ
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
行
政
に
よ
る
憲
政
の
相
対
化
と
い
う
視
点
と
大
学

政
策
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
教
え
た
こ
と
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
、
と
い
う
著
考

の
主
張
は
説
得
力
が
あ
る
。
著
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
憲
法
調
査
か

ら
帰
国
し
た
伊
藤
が
ま
ず
着
手
し
た
の
は
、
宮
中
の
近
代
化
を
通
じ
て
の
天

皇
の
立
憲
君
主
化
と
、
内
閣
制
度
創
設
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
機
構
の
近
代

化
、
そ
し
て
帝
国
大
学
創
設
な
ど
文
教
政
策
の
改
革
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
伊
藤
の
政
治
行
動
は
、
著
者
の
見
解
に
よ
っ
て
見
事
に
説
明
が
付
く
。
ま

た
、
伊
藤
は
帝
国
憲
法
典
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
附
属
法
令
か
ら
諸
々
の
行
政

制
度
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
創
設
過
程
で
重
要
な
決
定
を
下
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
も
、
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
憲
法
の
み
な
ら
ず
国
家
制

度
無
体
に
つ
い
て
の
構
想
力
を
学
ん
で
き
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
著
者
の
見
解
に
小
さ
な
問
題
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一

つ
は
、
憲
法
調
査
開
始
時
の
伊
藤
が
知
識
人
の
挟
撃
に
あ
っ
て
自
信
喪
失
に

陥
っ
て
い
た
と
い
う
点
の
論
証
で
あ
る
。
明
治
一
四
年
政
変
で
政
界
権
力
の

凝
集
力
が
高
ま
り
、
伊
藤
の
権
力
も
＝
疋
の
安
定
を
見
た
、
と
一
般
に
考
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
と
整
合
的
に
説
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
事
の
性
質
上
、

伊
藤
の
内
心
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
客
観
的
な
史
料
が
存
在
し
え

な
い
と
い
う
困
難
が
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
前
後
の
政
治
状
況
の
説

明
が
も
う
少
し
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
も
う
～
つ
は
、
伊
藤
と
シ
ュ
タ
イ
ン
の
政
党
観
に
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
行
政
の
重
視
と
、
行
政
権
に
よ
る
君
主
権

と
立
法
権
の
抑
制
と
い
う
シ
ュ
タ
イ
ン
の
教
え
に
よ
っ
て
、
帰
国
後
の
伊
藤

の
政
治
行
動
を
か
な
り
の
程
度
説
明
で
き
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
議

院
内
閣
制
を
立
憲
制
に
反
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
初
期
議
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会
期
以
降
の
伊
藤
が
再
三
政
党
結
成
を
画
策
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
伊
藤
に
は
政
党
内
閣
に
幽
す
る
拒
否
反
応
は
な
い
。
伊
藤
に
よ
る
シ
ュ

タ
イ
ン
学
説
の
選
択
的
受
容
の
一
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

七

　
本
書
の
眼
際
で
あ
る
と
同
時
に
最
も
理
解
し
に
く
い
の
は
、
軍
国
制
些
し

の
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
う
「
国
制
扁
と
は
、
憲
法
典
で
は
な
く
、
下
家

の
構
成
と
諸
制
度
を
包
含
す
る
趣
旨
と
さ
れ
る
が
、
憲
法
学
に
お
い
て
「
憲

法
」
と
い
う
語
は
、
通
常
、
憲
法
典
に
限
ら
ず
、
憲
法
附
属
法
令
も
含
め
た

国
家
組
織
を
規
律
す
る
法
規
範
の
主
要
部
分
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、

あ
え
て
「
国
運
」
と
い
う
訳
語
を
選
択
し
た
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の

点
に
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
が
述
べ
る
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
影

響
が
憲
法
典
の
レ
ベ
ル
で
は
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
を
伊
藤
の
国
家
構
想
や
政
治
行
動
と
い
う
事
実
の
レ
ベ
ル
と
大
学
政
策

の
構
想
と
い
う
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
の
み
論
じ
る
こ
と
は
、
や
は
り
不
十
分

な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
も
と
に
は
、
の
ち
に
行
政
諸
制
度
の

創
設
や
立
法
作
業
に
携
わ
る
こ
と
に
な
る
政
治
家
や
窟
僚
が
多
く
学
び
に
行

っ
て
お
り
、
彼
ら
を
通
じ
て
、
憲
法
附
繍
法
令
を
は
じ
め
と
す
る
諸
法
令
、

行
政
諸
制
度
あ
る
い
は
法
制
一
般
に
対
す
る
シ
ュ
タ
イ
ン
学
説
の
影
響
が
あ

っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
シ
ュ
タ
イ
ン

詣
で
を
し
た
宮
中
関
係
者
は
多
く
、
皇
室
関
係
の
諸
制
度
に
シ
ュ
タ
イ
ン
の

影
響
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
も
っ
と
も
、
個
々
の
法
制
度
の
レ
ベ

ル
で
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
立
法
史
的
な
検

討
を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
り
、
む
ろ
ん
本
書
の
範
囲
を
超
え
る
。
こ
の
点

は
、
憲
法
史
や
法
制
史
の
研
究
に
と
っ
て
の
宿
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

　
次
に
「
照
臨
の
問
題
に
関
し
て
は
、
専
制
を
構
想
し
運
営
す
る
学
問
の
内

容
の
問
題
と
、
そ
の
学
問
を
宮
僚
・
知
識
入
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
装
置
つ
ま

り
大
学
の
問
題
と
が
区
瑚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
本
書
は
、
前
者
の

問
題
に
関
し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
国
家
学
の
内
容
が
明
治
日
本
の
国
制
知
と

な
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
明
確
な
圏
答
を
与
え
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
家
学
会
の
活
動
が
今
日
い
う
政
策
科
学
に
当
た
る
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
で
は
、
国
家
活
動
の
全
般
を
対
象
に
す
る
シ

ュ
タ
イ
ン
国
家
学
・
行
政
学
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
学
会
の
め
ざ
す
門
知
」
の
あ
り
方
が
鞘
組
独
自
の

も
の
だ
と
著
者
は
い
う
が
、
そ
の
内
容
を
シ
ュ
タ
イ
ン
国
家
学
説
と
婦
比
し

て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
独
自
姓
の
具
体
的
な
様
相
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
、
傷
害
が
シ
ュ
タ
イ
ン
国
家
学
の
内
容
に
踏
み
込
ん

だ
分
析
を
せ
ず
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
学
説
の
成
立
史
の
検
討
に
よ
っ
て
そ
の
学

説
史
上
の
位
置
づ
け
を
行
う
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
と
、
無
関

係
で
は
あ
る
ま
い
。

　
さ
ら
に
、
「
知
」
の
装
概
た
る
大
学
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
本
書
が
帝
国

大
学
の
創
設
や
そ
こ
で
の
講
義
を
検
討
の
対
象
と
し
て
な
い
こ
と
は
、
い
さ

さ
か
拍
子
抜
け
の
観
が
あ
る
。
「
知
」
の
制
度
的
側
面
に
と
っ
て
、
官
僚
リ

ク
ル
ー
ト
の
主
役
で
あ
る
大
学
が
中
心
に
位
置
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
大
学

の
分
析
は
欠
か
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
国
家
学
会
と
渡
辺
洪

基
の
分
析
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
従
来
に
な
い
貴
重
な
業
績
で
あ
る
が
、

「
豊
艶
知
」
の
観
点
か
ら
は
あ
く
ま
で
副
次
的
な
重
要
性
し
か
持
た
な
い
で

あ
ろ
う
。
大
学
の
成
立
過
程
と
、
そ
れ
を
指
導
し
た
森
有
礼
の
分
析
が
必
要

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（ユ108）172



八

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
研
究
が
多
く
の
分
野
に
新

た
な
知
見
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
同
時
に
、
多
く
の
新
た

な
問
題
点
や
、
新
た
な
分
析
視
角
の
必
要
性
を
も
、
本
書
は
示
唆
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
本
書
の
問
題
提
起
に
応
え
う
る
水
準
の
研
究
を
す
る
こ
と
が
、

華
者
と
同
世
代
に
属
す
る
我
々
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
し
て
立
ち
は
だ
か

る
こ
と
は
、
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
な
お
著
考
は
、
本
書
に
先
立
っ
て
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
講
義
録
や
日
本
論
を

ま
と
め
た
史
料
集
隔
日
爵
騨
。
日
舞
臨
（
學
ω
α
Q
・
）
　
じ
。
拓
嵩
＜
O
p
曽
Φ
目
し
。

〉
吾
Φ
ぽ
p
｛
愚
智
鵠
戸
肖
り
り
。
。
を
編
ん
で
お
り
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
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