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『
学

問

ノ

ス

丶
メ
』

と

し

て

の
威

さ

ん

小
 
室
 
正
 
紀

 
 
 

自
由
研
究
と
ド
イ
ツ
語
講
義
を
履
修
し
、
威
さ
ん
の
こ
と
を
初

 
 

め
て
知

っ
た
の
は
、
昭
和

四
十
五
年
の
四
月
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

 
 

私
に
転
機
を
も
た
ら
す
出
会

い
で
あ

っ
た
。

 
 
 

そ
の
前
年
、
大
学
紛
争

が
吹
き
荒
れ
る
な
か
義
塾
の
経
済
学
部

 
 

に
入

っ
た
私
は
、
真
面
目
そ
う
な
外
貌
を
装
い
な
が
ら
も
、
な
に

 
 

に
も
真
剣
に
な
れ
ず
、
す
さ
ん
だ
内
面
を
抱
え
て
い
た
。
入
学
後

 
 

ま
も
な
く
、
日
吉
キ
ャ
ン
パ
ス
は
学
生
自
治
会
に
よ
る
全
学
バ
リ

 
 

ケ
ー
ド
ス
ト
に
突
入
し
、

一
年
の
半
ば
は
講
義
も
無
か
っ
た
が
、

 
 

バ
リ
ケ
ー
ド
の
内
側
に
立

つ
気
に
は
な
れ
な
か

っ
た
。
自
治
会
に

 
 

も
全
共
闘
に
も
セ
ク
ト
に
も
、
若
衆
宿
的
集
団
主
義
に
対
す
る
よ

 
 

う
な
違
和
感
を
感
じ
て
い
た
し
、
「破
壊
を
し
て
み
な
け
れ
ば
新

 
 

た
に
生
ま
れ
る
べ
き
も
の
は
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
主
張
に
も

⑨ 
 

つ
い
て
い
け
な
か

っ
た
。
か
と
言

っ
て
、
当
時
、
彼
等
に
反
論
す

鵬

る
論
理
も
勇
気
も
な
か

っ
た
・
マ
ス
コ
ミ
や
言
論
界
は
・
彼
竺寸
の

「造
反
有
理
」
に
同
情
的
で
あ
り
、
教
員
の
多
く
も
彼
等
に
理
解

を
示
す
か
沈
黙
し
て
い
る
状
況
で
、
未
熟
な

一
介

の
ノ
ン
ポ
リ
学

生
も
ま
た
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
ず
、
自
然
、
大
学
か
ら
足
は
遠
の
い

て
い
た
。

 

講
義
が
再
開
さ
れ
た
の
は
秋
も
深
ま
る
頃
だ

っ
た
と
思
う
が
、

そ
の
講
義
も
空
し
く
思
え
、
身
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

家
は
出
る
も
の
の
、
講
義
に
は
出
ず
、
喫
茶
店
で
無
頼
派
の
小
説

な
ど
を
読
み
、
場
末
の
名
画
座
の
暗

い
座
席
で
時
を
過
ご
し
た
。

昼
頃
に
名
画
座
に
入
り
、
三
本
立
て
の
映
画
を
見
て
館
を
出
る
と
、

日
は
既
に
暮
れ
て
お
り
、
名
作

の
感
動
以
上
に
寂
寥
感
に
と
ら
え

ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ

っ
た
。
そ
ん
な
状
態
で
あ

っ
た
か

ら
、
大
学

一
年
の
成
績
は
ひ
ど
い
も
の
で
、
必
修
科
目
を
い
く
つ

か
落
と
し
、
ス
レ
ス
レ
の
進
級
で
あ

っ
た
。
高
校
時
代
に
、
生
意

気
に
も
ド
イ
ッ
語
を
多
少
か
じ
り
、
浅
8
巳
o
岑
α

σq
①計
な
ど
を
原
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文
で
読
む
ま
ね
を
し
て
い
た
だ
け
に
、
ド
イ
ツ
語
は
な
め
て
か
か

り
、
こ
れ
も
見
事
に

一
科
目
を
落
と
し
て
い
た
。

 

そ
ん
な

一
年
が
過
ぎ
て
み
て
、
無
頼
派
に
も
な
れ
な
い
小
心
さ

か
ら
か
、
大
学
で
何
か
を

つ
か
む
努
力
を
し
て
み
よ
う
と

い
う
気

に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。敢
え

て
落
と
し
た
ド
イ

ツ
語
に
こ
だ
わ
り
、

威
さ
ん
の
自
由
研
究
を
履
修
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
履
修

を
内
心
で
決
め
て
か
ら
気

づ
い
て
み
る
と
、
必
修
ド
イ

ツ
語
ク
ラ

ス
の
担
任
も
威
さ
ん
で
あ

っ
た
。

 
セ
ミ
ナ
ー
の
最
初

の
日
、
教
室
に
入

っ
て
き
た
威
さ
ん
を
見
た

我
々
は
、

一
様
に
、
そ
れ
が
教
師
だ
と
は
気
が
付
か
な
か

っ
た
。

そ
の
頃
、
威
さ
ん
は
三
十

一
、
二
才
で
あ

っ
た
と
思
う
が
、
ま
る

で
学
生
の
よ
う
に
若
々
し
く
、
我
々
六
、
七
名
の
履
修
生
に
、
兄

貴

の
よ
う
な
親
し
み
を
感

じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
「鈴
木
先
生
」

で
は
な
く
、
じ
き
に
我
々
の
間
で
は

「威
さ
ん
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

な

っ
た
の
も
、
そ
ん
な
親
し
み
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ

っ
た
。
ち
な

み
に
、
こ
の
小
文
で
、
失

礼
を
顧
み
ず
、
最
初
か
ら

「威
さ
ん
」

と
書
い
て
い
る
の
も
、
い
ま
だ
に
、
そ
う

つ
ぶ
や
い
た
時
に
当
時

の
感
覚
が
蘇

っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

 
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
リゴ
含

6げ
国
旨
αq
①声

.、∪
δ
国
昌慧

6匹
巨
ひq
島
①
ω

曽
虹
呂
ω日
犀
ω
<
8

血
臼

d
8
葺
①
鹽
≒
≦

羃

昌
ωげ
鉢

”
(『空
想
か
ら

科
学

へ
』
)
を
読
み
、
ド
イ

ツ
語
講
義

の
方
は
、
国
巴

ζ
贄
〆

、ぎ
ず
昌
畧

①詳
巨
ユ
密
豆
巨
ご
(
『賃
労
働
と
資
本
』
)
が
テ
キ
ス
ト

で
あ

っ
た
。

と
い
っ
て
も
、
先
を
急

い
で
全
巻
を
読
了
す
る
よ

う
な
授
業
の
進
め
方
で
は
な

っ
か

っ
た
。
講
義
の
場
合
に
も
そ
の

傾
向
は
あ

っ
た
が
、
セ
ミ
ナ
ー
で
は
な
お
さ
ら
で
、
ド
イ
ツ
語
構

文
の
細
部
の
仕
組
み
や
テ
キ
ス
ト
の
内
奥
に
我
々
の
注
意
を
引
く

の
が
常
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
.国
昌
慧

o匹
目
映
と

い
う
名
詞
を
分

解
し
、
そ
の
各
部
の
語
源
的
な
意
味
を
示
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
の

よ
う
な
用
語
が

一
八
八
○
年
代

の
西
欧
で
使
わ
れ
る
場
合
の
思
想

史
的
な
背
景
に
ま
で
話
は
及
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、

『空
想

か
ら
科
学

へ
』
は
結
局
、

一
年
で
二
十
頁
程
し
か
進
ま
な
か

っ
た

と
記
憶
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
威
さ
ん
の
説
明
に
よ
り

ド
イ
ツ
語
に
対
す
る
興
味
は
い
や
が
上
に
も
高
ま
り
、
ま
た
、
西

欧
思
想
を
歴
史
的
に
考
え
る
高
揚
感
に
、
い
つ
し
か
浸
る
よ
う
に

な

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
未
熟
な
若
者
で
も
、
背
伸
び
を
し
な
が

ら
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る

「近
代
」
知
性
の

一
端
で
あ

っ
た
の

だ
ろ
う
。

 
そ
の
よ
う
な

「背
伸
び
」
の
典
型
は
、
=
o鴫
①あ

、、罕

ぎ
o
ヨ
①
昌午

δ
腹
①
αo
ω
O
血
ωジ

(『精
神
現
象
学
』
)
緒
論
を
読
ん
だ
こ
と
で
あ

っ
た
。
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
こ
の
夏
、

一
年
前

の
履
修
者
も
共
に
、
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信
州
戸
隠
の
民
宿
で
三
泊

の
合
宿
を
し
、
テ
キ
ス
ト
に
同
書
を
選

ん
だ
の
で
あ
る
。
合
宿
に
は
ヒ
ロ
子
夫
人
も
加
わ
り
、
戸
隠
の
夏

を
楽
し
む
余
暇
も
あ

っ
た
が
、
本
来

の
目
的
に
も
充
実
感
が
あ

っ

た
。
威
さ
ん
に
刺
激
さ
れ
て
夜
ま
で
同
書
の
細
か
な
部
分
の
解
釈

に
熱
く
勝
手
な
議
論
を
続
け
た
こ
と
が
思

い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 

た
だ
し
、
我
々
が
、
威
さ
ん
に
惹
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
扱
い
方
の
み
で
は
な
か

っ
た
。
否
、
む

し
ろ
、
そ
の
背
後
に
あ
る
威
さ
ん
の
旺
盛
な
知
的
関
心
の
故
で
あ

り
、
そ
れ
を
友
人
の
よ
う

に
分
か
り
や
す

い
言
葉
で
投
げ
か
け
、

学
生
と
共
有
し
よ
う
と
す

る
気
さ
く
な
性
格
の
た
め
で
あ

っ
た
よ

う
に
思
え
る
。
セ
ミ
ナ
ー
で
も
、
合
宿
で
も
、
威
さ
ん
の
話
は
多

岐
に
及
ん
だ
。

ゲ
ー
テ
、
へ
ー
ゲ
ル
、

ニ
ー
チ

ェ
、
リ
ル
ケ
の

よ
う
な
御
専
門
に
か
か
わ
る
対
象
は
勿
論
、

ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
を
引

く
か
と
思
え
ば
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
を
語
り
、
そ
の

一
方
で
、
バ

ッ
ハ
、
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
、

ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
か
ら
フ
ル
ト
ヴ

ェ
ン
グ

ラ
ー
、
カ
ラ
ヤ
ン
、
バ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
ま
で
、
音
楽
の
世
界
に
触
れ

る
。
夏
目
漱
石
か
ら
太
宰
治
ま
で
、
日
本
近
代
文
学

へ
想

い
を
馳

せ
る
か
と
思
え
ば
、
「ゲ

ル
ニ
カ
」
に
お
け
る
ピ
カ
ソ
の
天
才
に

感
動
し
、
ま
た
あ
る
時
は
日
本

の
書
道
の
心
を
読
み
解
く
。
「高

尚
」
な
話
ば
か
り
で
は
な

か
っ
た
。
『愛
と
誠
』

(当
時
人
気

の
連

載
劇
画
)
の
愛
読
者
ぶ
り
に
は
常
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、

「西
城
」

(彗
星
の
よ
う
に
チ
ャ
ン
ピ

ョ
ン
に
な

っ
た
ボ
ク
サ
ー
)

の
カ
ッ
コ
良
さ
を
少
年

の
よ
う
に
語

っ
た
。

 

話
は
、
教
室

の
中
の
み
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
ま
だ
大
学
紛
争

は
解
決
せ
ず
、
教
室
で
講
義
が
で
き
な

い
時
に
は
、
日
吉
の
グ
ラ

ウ
ン
ド
の
芝
生
に
座
り
、
威
さ
ん
の
話
を
聞
い
た
。
何
人
か
で
杉

田
の
お
宅

へ
何
度
も
押
し
掛
け
、
ヒ
ロ
子
夫
人
の
手
料
理
を
御
馳

走
に
な
り
、
そ
れ
こ
そ
夜
中
ま
で
お
邪
魔
を
し
た
。
そ
の
よ
う
な

場
で
の
威
さ
ん
の
話
は
親
し
み
や
す
く
も
眩

い
教
養
に
思
え
、
次

第
次
第
に
そ
の
世
界
に
惹
き

つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

 

し
か
し
、
今
、
考
え
て
み
る
と
、
我
々
を
惹
き
つ
け
た
も
の
は

単
な
る
教
養
で
は
な
か

っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
。
ど
ん
な
に
優
れ

た
人
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
三
十
歳
を
越
え
た
ば
か
り
の
若
者
の

教
養
に
は
、
限
界
が
あ
る
。
ま
た
、
義
塾
の
教
師
達
の
中
に
も
、

私
個
人
の
周
囲
に
も

「教
養
人
」
は
沢
山
い
た
。
し
か
し
私
は
、

そ
う
し
た

「教
養
人
」
に
、
そ
れ
程
に
は
惹
か
れ
な
か

っ
た
。
彼

ら
に
対
し
て
は
旧
制
高
校

・
帝
国
大
学
型
の
大
正
教
養
主
義
の
流

れ
を
見

る
よ
う

で
、
時
に
は
反
発
さ
え
感
じ
て
い
た
。
「近
代
」

を
後
光
と
し
て
背
負

い
、
教
養
の
高
見
か
ら

「治
安
の
夢
に
聡
り

た
る
栄
華
の
巷
低
く
見
」
る
と
い
う
姿
勢

へ
の
反
発
で
あ

っ
た
。



--3(12)エ ツセ イ

威
さ
ん
の
姿
勢
は
、
こ
れ
と
は
異
な

っ
て
い
た
。
我
々
を
高
見
か

ら
啓
蒙
す
る

「教
養
人
」

で
は
な
く
、
我
々
の
前
に
は
立

っ
て
い

る
が
、
我
々
と
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
溢
れ
る
ば
か
り
の
知
的

関
心
の
持
ち
主
で
あ

っ
た
。

 

あ
る
時
、
威
さ
ん
に
、

「な
ぜ
、
大
学
院

へ
進
み
、
勉
強
を
続

け
た
の
で
す
か
」
と
い
っ
た
愚
か
な
質
問
を
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

そ
れ
に
対
す
る
威
さ
ん
の
答
は
、
「面
白
か

っ
た
し
、
自
由
に
生

き
ら
れ
る
仕
事
に
つ
き
た
か

っ
た
」
と
い
う
趣
旨
で
あ

っ
た
と
記

憶
し
て
い
る
。
こ
の
威
さ
ん
の
言
葉
を
、
そ
の
頃
は
深
く
気
に
も

留
め
な
か

っ
た
が
、
今
考
え

て
み
る
と
、
そ
の
言
葉
の
背
後
に
あ

る
も
の
に
こ
そ
魅
力
を
感

じ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
は
、

こ
な
れ
の
悪

い
言
葉

で
し

か
表
現
で
き
な

い
が
、
市
民
個
人
の

「私
立
」
の
た
め
の
知
的
関
心
と
で
も
言
う
べ
き
か
。
あ
る
い
は
、

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
生
活

の
間

の
市
民
的
バ
ラ
ン
ス
感
覚
と
言

っ
て

も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。

 
そ
ん
な
威
さ
ん
の
セ
ミ
ナ
ー
に
出
て
い
る
う
ち
に
、
次
第
に
心

の
空
洞
が
埋
ま

っ
て
く
る
の
を
感
じ
て
い
た
。
大
学
二
年
が
終
わ

り
日
吉
を
去
る
頃
に
は
、
学
部
卒
業
後
も
勉
強
を

つ
づ
け
た
い
と

漠
然
と
思
う
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
な
か
な
か
生
活
基

盤
を
得
ら
れ
な

い
道
で
あ
る
こ
と
も
知

っ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
で

も
良
い
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
浪
人
生
活
に
備
え
、
ア
ル
バ
イ

ト
と
し
て
翻
訳
の
下
訳
仕
事
で
も
で
き
る
よ
う
に
と
、
そ
の
後
、

数
年
間
O
α
冨
冒
。。鉱
葺
滞
に
通

っ
た
。
若
者
ら
し
い
甘
い
計
画
で
始

め
た
こ
の
ド
イ
ツ
語
は
物
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
サ
イ
ド
ビ
ジ

ネ
ス
計
画
と
し
て
ド
イ
ツ
語
を
選
ん
だ
の
も
、
そ
の
面
白
さ
を
威

さ
ん
に
教
わ

っ
た
故
だ
と
思
う
。

 
そ
ん
な
横
道
も
あ

っ
た
が
、
結
局
、
私
は
学
者

へ
の
道
を
進
ん

だ
。
そ
の
道

へ
の
転
機
は
、
日
吉
で
威
さ
ん
に
出
会

っ
た
こ
と
で

あ
る
。
威
さ
ん
の
存
在
と
セ
ミ
ナ
ー
は
、
私
に
と

っ
て

『学
問
ノ

ス

・
メ
』

で
あ

っ
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
、
多
分
、

今
の
自
分
は
無
い
と
考
え
て
い
る
。


