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大
学
で
ほ
ん
と
う
に
学
ぶ
べ
き
三
つ
の
こ
と

岡

　

　

部

　

　

光

明

日
本
社
会
の
な
か
で
改
革
が
最
も
遅
延
し
て
き
た
部
門
､
そ
れ
は
大
学
で
な
い
か
､
と
い
う
見
方
が
残
念
な
が
ら
あ
-
ま
す
｡
こ
の
た

め
､
い
ま
日
本
の
大
学
で
は
急
ピ
ッ
チ
で
様
々
な
制
度
改
革
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
｡
そ
う
し
た
改
革
は
何
の
た
め
に
､
何
を
目

的
に
､
そ
し
て
誰
の
た
め
に
行
う
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
｡

精
神
的
に
最
も
成
長
す
る
二
〇
歳
前
後
の
若
者
に
四
年
間
､
就
業
を
猶
予
し
て
大
学
で
の
勉
学
に
専
念
さ
せ
る
こ
と
は
､
学
生
個
人
に
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と
っ
て
も
､
ま
た
将
来
の
日
本
社
会
に
と
っ
て
も
掛
け
替
え
の
な
い
先
行
投
資
と
い
え
ま
す
｡
そ
の
成
果
を
よ
り
確
実
に
す
る
た
め
､
大

学
を
め
ぐ
る
色
々
な
制
度
を
改
革
す
る
の
は
も
と
よ
-
大
切
な
こ
と
で
す
｡
し
か
し
'
最
近
の
動
き
を
み
る
と
何
か
表
面
的
な
議
論
が
多

-
､
ま
た
制
度
の
改
革
も
そ
れ
自
体
が
あ
た
か
も
目
標
に
な
っ
て
い
る
気
さ
え
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
ほ
ん
と
う
に
必
要
な
の
は
'
大

学
時
代
に
真
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
ま
ず
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
､
そ
し
て
改
革
は
す
べ
て
そ
の
理
念
に
照
ら
し
て
行
う
べ
き
で
は
な
い
の

か
｡
以
下
で
は
､
大
学
で
ほ
ん
と
う
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
三
つ
に
集
約
で
き
る
と
い
う
私
見
を
提
示
し
､
読
者
諸
賢
の
ご
批
判
を
仰
ぎ
た

い
と
思
い
ま
す
｡

制
度
改
革
の
例
と
そ
の
帰
結

制
度
改
革
の
議
論
の
う
ち
､
最
も
国
民
の
関
心
を
引
い
て
い
る
の
は
'
な
ん
と
い
っ
て
も
東
大
が
発
表
し
た
秋
学
期
入
学
制
度
へ
の
切

-
替
え
計
画
で
し
ょ
う
｡
現
時
点
に
お
け
る
東
大
の
結
論
は
｢
国
際
流
動
性
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
､
平
成
二
七
年
度
末
ま
で
に
授
業
期

間
の
四
タ
ー
ム
制
を
全
学
部
で
導
入
す
る
｣
と
い
う
も
の
で
あ
-
'
そ
れ
を
二
〇
一
三
年
七
月
に
決
定
し
て
い
ま
す
(
東
大
の
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
)
｡
国
際
流
動
性
の
向
上
等
と
い
っ
た
聞
き
慣
れ
な
い
表
現
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
､
要
す
れ
ば
､
懸
案
の
秋
入
学
へ
の
全
面
移
行

は
当
面
見
送
る
一
方
､
学
生
の
海
外
官
学
な
ど
が
弾
力
的
に
で
き
る
よ
う
な
制
度
に
改
革
す
る
'
と
い
う
内
容
で
し
ょ
う
｡
い
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
が
､
国
際
流
動
性
の
向
上
そ
れ
自
体
は
大
学
教
育
の
目
標
に
な
-
え
ま
せ
ん
｡

一
方
'
こ
の
よ
う
な
新
聞
ト
ッ
プ
記
事
に
な
る
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
-
ま
せ
ん
が
'
大
学
内
部
に
お
い
て
も
様
々
な
理
由
か
ら
多
-
の

｢
改
革
｣
が
　
(
文
部
科
学
省
主
導
の
か
た
ち
で
)
全
国
の
大
学
で
進
行
し
て
い
ま
す
｡
例
え
ば
､
履
修
科
目
の
授
業
回
数
を
従
来
の
一
学

期
あ
た
り
十
三
回
か
ら
十
五
回
に
増
や
す
こ
と
が
近
年
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
｡
ま
た
､
ほ
と
ん
ど
の
大
学
教
員
は
'
初
等
中
等
教
育
に
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た
ず
さ
わ
る
教
員
と
は
異
な
り
､
従
来
教
育
方
法
を
専
門
的
に
学
ぶ
機
会
が
な
か
っ
た
と
し
て
教
育
ス
キ
ル
向
上
の
た
め
の
組
織
的
取
-

組
み
(
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
･
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
と
称
す
る
活
動
)
を
大
学
毎
に
制
度
化
す
る
こ
と
が
数
年
前
に
義
務
付
け
ら
れ
ま
し

た
｡
さ
ら
に
大
学
は
､
そ
の
本
来
的
機
能
で
あ
る
研
究
教
育
の
機
能
だ
け
で
な
-
､
組
織
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
な
ど
も
含
め
た
網
羅
的

な
評
価
を
外
部
評
価
機
関
に
よ
っ
て
受
け
る
こ
と
が
近
年
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
｡
私
立
大
学
の
場
合
'
そ
の
評
価
は
法
律
に
基
づ
き

七
年
に
一
度
受
け
ま
す
が
､
そ
の
際
に
提
出
す
る
資
料
は
(
誇
張
で
は
な
-
)
お
よ
そ
電
話
帳
二
冊
分
く
ら
い
の
膨
大
な
も
の
に
な
り
ま

す
｡

授
業
回
数
の
増
加
は
､
結
局
､
夏
休
み
や
冬
休
み
を
短
縮
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
さ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
の
た
め
'
春
学
期
の
終
了

は
､
従
来
七
月
上
旬
で
し
た
が
最
近
は
七
月
末
な
い
し
八
月
初
め
に
ま
で
ず
れ
込
ん
で
お
-
､
学
生
へ
教
員
と
も
自
由
時
間
が
大
幅
に
減

少
し
て
い
ま
す
｡
ま
た
､
義
務
化
さ
れ
た
色
々
な
事
項
へ
の
対
応
の
た
め
､
○
○
委
員
会
と
い
う
会
議
が
大
学
の
内
部
に
雨
後
の
た
け
の

こ
の
よ
う
に
設
置
さ
れ
､
会
議
時
間
や
各
種
報
告
の
作
成
に
費
や
さ
ざ
る
を
え
な
い
時
間
が
増
大
し
て
い
ま
す
｡
こ
う
し
た
追
加
的
要
請

に
対
し
'
ほ
と
ん
ど
の
大
学
教
員
は
悲
鳴
を
上
げ
て
い
る
の
が
実
情
で
す
｡
こ
れ
に
よ
-
大
学
教
育
が
目
に
見
え
て
改
善
す
る
の
で
あ
れ

ば
'
そ
う
し
た
努
力
は
報
わ
れ
ま
す
が
'
実
態
は
形
式
を
整
え
る
た
め
の
多
忙
さ
､
空
し
さ
で
あ
り
'
そ
の
結
果
と
し
て
大
学
も
教
員
も

｢
改
革
疲
れ
｣
に
陥
っ
て
い
る
､
と
い
え
ば
言
い
過
ぎ
で
し
ょ
う
か
｡

制
度
改
革
の
論
拠

上
で
み
た
幾
つ
か
の
例
を
含
め
､
制
度
改
革
に
は
当
然
そ
れ
な
-
の
理
屈
づ
け
が
必
要
で
す
｡
そ
れ
は
幾
つ
か
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
て

い
ま
す
が
､
最
も
一
般
的
な
議
論
は
､
大
学
生
が
身
に
付
け
る
べ
き
各
種
の
力
量
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
日
的
と
し
よ
う
と
い
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う
議
論
で
す
｡

例
え
ば
､
文
部
科
学
省
は
､
大
学
生
が
共
通
し
て
身
に
つ
け
る
べ
き
学
習
成
果
を
｢
学
士
力
｣
と
い
う
表
現
で
規
定
し
､
具
体
的
に
は

論
理
的
思
考
力
､
問
題
解
決
力
､
自
己
管
理
力
､
生
涯
学
習
力
な
ど
を
挙
げ
て
い
ま
す
｡
一
方
'
経
済
産
業
省
は
､
直
接
大
学
教
育
の
目

標
だ
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
-
ま
せ
ん
が
､
職
場
や
地
域
社
会
の
中
で
多
-
の
人
々
と
接
触
し
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
く
た
め
に
必
要

な
能
力
を
｢
社
会
人
基
礎
力
｣
と
名
付
け
､
実
行
力
､
課
題
発
見
力
､
計
画
力
'
創
造
力
､
発
信
力
､
情
報
把
握
力
な
ど
の
ほ
か
､
傾
聴

力
､
ス
ト
レ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
カ
な
ど
あ
ま
-
聞
き
慣
れ
な
い
名
称
を
持
つ
力
量
も
登
場
さ
せ
て
い
ま
す
｡

こ
れ
ら
の
項
目
自
体
､
筆
者
と
し
て
も
大
き
な
異
存
は
あ
-
ま
せ
ん
｡
た
だ
､
こ
の
よ
う
に
数
多
い
要
素
を
取
り
上
げ
れ
ば
,
議
論
と

し
て
は
安
全
性
が
高
ま
-
ま
す
が
､
大
学
で
身
に
つ
け
る
べ
き
本
当
に
重
要
な
要
素
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
の
焦
点
が
ぼ
や
け
て
し
ま
う

感
が
否
め
ま
せ
ん
｡
大
学
教
育
が
目
標
と
す
べ
き
こ
と
は
'
こ
れ
ら
の
他
に
も
う
少
し
根
源
的
な
こ
と
､
そ
し
て
よ
り
具
体
的
な
こ
と
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
感
想
を
筆
者
は
持
っ
て
い
ま
す
｡

で
は
､
大
学
生
は
ど
の
よ
う
な
力
量
を
身
に
付
け
る
べ
き
な
の
か
｡
そ
れ
は
'
究
極
的
に
は
次
に
述
べ
る
三
つ
に
集
約
で
き
る
の
で
は

な
い
か
､
と
い
う
の
が
筆
者
の
主
張
で
す
｡
そ
れ
は
'
筆
者
が
こ
れ
ま
で
大
き
な
組
織
(
日
本
銀
行
)
に
二
〇
年
以
上
勤
務
し
た
経
験
に

加
え
､
そ
の
後
'
米
国
､
豪
州
､
日
本
の
合
計
五
つ
の
大
学
で
二
〇
年
以
上
教
壇
に
立
っ
た
教
職
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
す
｡

学
部
教
育
の
三
目
標
-
日
本
語
力
､
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
､
向
上
心

大
学
の
学
部
レ
ベ
ル
に
お
け
る
教
育
は
'
究
極
的
に
は
0
日
本
語
力
､
0
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
(
誠
実
さ
)
､
日
向
上
心
､
こ
の
三
つ
を

学
生
が
完
全
に
体
得
す
る
こ
と
を
目
的
に
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
｡
よ
-
具
体
的
に
い
え
ば
､
そ
れ
ら
は
ど
ん
な
こ
と
な
の
か
｡
そ
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し
て
な
ぜ
そ
の
三
つ
に
帰
着
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
｡

第
一
の
目
標
で
あ
る
日
本
語
力
と
は
'
こ
と
ば
を
適
切
に
使
う
力
､
す
な
わ
ち
明
晰
な
､
正
確
な
､
効
率
的
な
､
そ
し
て
美
し
い
日
本

語
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
｡
そ
れ
は
書
-
力
と
話
す
力
の
両
方
を
含
み
ま
す
｡
何
ご
と
に
よ
ら
ず
､
も
の
ご
と
を
正
確
に

理
解
す
る
に
は
こ
と
ば
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
｡
人
間
は
こ
と
ば
に
よ
っ
て
考
え
る
､
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
｡
そ
し
て
理
解

し
た
こ
と
を
第
三
者
に
伝
え
る
の
も
､
す
べ
て
｢
こ
と
ば
｣
と
い
う
手
段
に
依
る
以
外
に
あ
-
ま
せ
ん
｡
し
た
が
っ
て
日
本
語
力
は
､
理

解
力
(
も
の
ご
と
の
道
理
が
理
解
で
き
る
と
と
も
に
的
確
に
判
断
す
る
力
)
と
伝
達
力
(
自
分
の
理
解
や
意
見
を
相
手
に
的
確
に
伝
え
る

刀
)
を
総
合
的
に
示
す
力
に
な
る
わ
け
で
す
｡
い
ま
や
英
語
力
こ
そ
重
要
で
あ
る
､
と
い
う
意
見
が
最
近
一
層
強
く
な
っ
て
い
ま
す
が
､

日
本
語
力
が
不
十
分
な
人
が
高
い
英
語
力
を
持
つ
こ
と
は
あ
-
え
ず
､
英
語
力
を
高
め
る
に
は
ま
ず
日
本
語
力
を
高
め
る
こ
と
が
基
本
前

提
に
な
る
､
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
｡

第
二
の
目
標
で
あ
る
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
は
､
正
直
さ
､
誠
実
さ
で
あ
-
'
他
人
が
見
て
い
よ
う
が
見
て
い
ま
い
が
言
う
こ
と
と
行
う

こ
と
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
す
｡
こ
れ
は
'
社
会
を
構
成
員
す
る
個
人
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
倫
理
的
基
準
の
ひ
と
つ
で
あ
り
､
ま
た

組
織
に
と
っ
て
も
重
要
な
基
準
に
な
-
ま
す
｡
つ
ま
-
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
は
､
理
解
力
や
伝
達
カ
を
持
っ
て
社
会
生
活
を
営
む
う
え
で
の

基
本
条
件
な
の
で
｢
社
会
力
｣
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
｡

こ
れ
を
三
目
標
の
一
つ
に
挙
げ
た
い
の
は
'
今
か
ら
二
〇
年
余
-
前
､
筆
者
は
米
国
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
一
年
間
教
壇
に
立
っ
た
時

に
同
大
学
の
教
育
理
念
と
教
育
シ
ス
テ
ム
を
知
っ
て
強
い
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
｡
す
な
わ
ち
プ
リ
ン
ス
ト
ン
で
は
､
期

末
試
験
を
実
施
す
る
場
合
､
学
生
の
正
直
さ
を
前
提
と
し
試
験
監
督
が
全
-
い
な
い
状
態
で
試
験
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
｡
詳
細
は
省
き

ま
す
が
､
こ
の
制
度
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
高
い
精
神
性
を
示
す
高
貴
な
伝
統
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡
す
ぼ
ら
し
い
理
念
と
そ
れ
を
ふ
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ま
え
た
勇
気
あ
る
制
度
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
日
本
の
大
学
で
直
ち
に
こ
の
制
度
を
実
施
す
る
に
は
課
題
が
多
す
ぎ
ま
す
が
､
誠
実
性

は
社
会
人
と
し
て
､
そ
し
て
組
織
と
し
て
も
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
､
体
得
す
る
こ
と
は
や
は
り
大
き
な
目
標
と
す
べ
き
だ
と
考

え
ま
す
｡

第
三
の
目
標
で
あ
る
向
上
心
と
は
､
自
分
を
常
に
高
め
よ
う
と
す
る
態
度
を
し
っ
か
-
と
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
で
す
｡
上
記
の
日
本

語
力
と
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
は
､
と
も
に
特
定
時
点
に
お
け
る
静
態
的
な
力
量
を
示
す
の
に
対
し
て
､
向
上
心
は
時
間
と
と
も
に
自
分
の
力

を
高
め
る
能
力
を
意
味
し
て
お
り
､
動
態
的
な
力
量
と
い
え
ま
す
｡
学
生
時
代
に
､
も
し
向
上
心
が
十
分
に
育
ま
れ
る
な
ら
ば
､
現
時
点

で
何
か
の
不
足
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
自
ら
補
充
す
る
力
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
､
そ
れ
は
一
生
の
財
産
に
な
り
ま

す
｡
そ
れ
は
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
学
生
は
や
は
り
研
究
に
打
ち
込
ん
で
い
る
教
員
に

就
い
て
､
自
ら
厳
し
い
勉
学
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
身
に
付
け
る
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

な
ぜ
上
記
一
二
つ
が
重
要
か

以
上
､
学
部
教
育
で
は
日
本
語
力
､
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
､
向
上
心
の
三
つ
を
目
標
と
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
が
,
な
ぜ
そ
う
な
の

で
し
ょ
う
か
｡
確
か
に
'
専
門
的
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
重
要
で
す
｡
し
か
し
'
知
識
は
時
と
と
も
に
不
可
避
的
に
陳
腐
化
し
ま

す
｡
例
え
ば
､
筆
者
の
学
生
時
代
に
は
｢
固
定
相
場
制
と
変
動
相
場
制
の
ど
ち
ら
が
良
い
か
｣
と
い
っ
た
授
業
が
あ
り
ま
し
た
が
,
現
在

で
は
も
っ
と
別
の
問
題
意
識
と
枠
組
み
に
よ
っ
て
議
論
を
す
る
必
要
が
あ
-
'
当
時
の
知
識
そ
の
ま
ま
で
は
使
い
物
に
な
り
ま
せ
ん
｡
こ

れ
に
対
し
て
上
記
三
目
標
は
'
い
ず
れ
も
永
続
性
と
普
遍
性
(
国
際
性
)
を
持
つ
力
量
で
す
｡
例
え
ば
､
国
連
が
幹
部
職
員
を
全
世
界
か

ら
公
募
す
る
場
合
､
三
つ
の
価
値
､
す
な
わ
ち
専
門
的
能
力
(
p
l
O
I
e
s
s
i
o
n
a
】
1
S
冒
)
､
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
(
i
n
吾
r
i
H
y
)
､
そ
し
て
多
様
性
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の
尊
重
(
r
e
s
p
e
c
〔
f
o
r
d
i
<
①
r
s
i
[
y
)
を
充
足
す
る
人
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
て
お
り
そ
の
一
つ
に
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
で
あ
る
こ
と
が

印
象
的
で
す
｡
し
た
が
っ
て
､
上
記
三
つ
の
力
量
こ
そ
卒
業
後
の
長
い
人
生
に
と
っ
て
有
用
に
な
る
わ
け
で
す
｡

｢
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
を
一
切
忘
れ
て
し
ま
っ
た
時
に
な
お
残
っ
て
い
る
も
の
､
そ
れ
こ
そ
教
育
だ
｣
　
(
二
十
世
紀
最
大
の
物
理
学
者
ア

イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
)
と
い
う
戯
言
が
あ
り
ま
す
｡
大
学
生
諸
君
は
そ
う
し
た
力
量
を
学
生
時
代
に
身
に
つ
け
､
そ
し
て
自
ら
の
使
命
を
果

た
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
｡
な
お
､
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
学
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
一
冊
の
書
物
に
ま
と

め
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
　
(
『
大
学
生
の
品
格
-
プ
リ
ン
ス
ト
ン
流
の
教
養
2
4
の
指
針
-
』
　
日
本
評
論
社
､
二
〇
一
三
年
十
一
月
)
､
ご

関
心
の
あ
る
方
は
そ
れ
を
の
ぞ
い
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
｡

(
昭
和
四
十
三
年
経
済
学
科
卒
､
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
)


