
当
初
の
計
画
が
北
米
・
西
欧
に
お
け
る
諸
大
学
・
研
究
所
を
歴
訪
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
と
し
て
西
欧
に
限
定
さ
れ
る
に
い
た
り

ま
し
た
の
は
、
健
康
上
の
理
由
か
ら
旅
程
を
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
な
か
っ
た

と
い
う
、
私
的
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
お
許
し
願
わ
ね
ば
な

①

り
ま
せ
ん
。
北
米
で
は
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ア
ジ
ア
研

②
③

究
所
、
カ
リ
ブ
ォ
ル
’
一
ア
大
学
の
東
洋
語
学
部
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
極
東
言
語

文
化
研
究
所
の
三
大
学
を
訪
ね
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
の
で
、
概
括
的
な
問
題
に

言
及
し
う
る
立
場
に
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
関
心

を
ひ
い
た
二
・
三
の
点
を
あ
げ
る
こ
と
で
、
責
め
を
ふ
さ
ぎ
た
い
と
思
っ
て

、

い
ま
す
。
ブ
リ
テ
ィ
ヅ
シ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
お
け
る
日
本
文
学
の
講
義

④

は
、
古
典
と
近
代
と
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
古
典
担
当
の
レ
オ

ン
・
ゾ
ル
ブ
ロ
ッ
ド
教
授
の
講
義
概
要
は
、
古
代
か
ら
近
世
を
二
九
講
に
分

か
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
歴
史
的
・
社
会
的
な
把
握
を
透
し
て
、
日
本
文

学
の
全
体
像
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
に
心
を
砕
い
て
い
ま
す
。
息
」
と
に
、

研
究
余
録

西
欧
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
の
現
状
に
つ
い
て

ｌ
方
法
論
を
中
心
と
し
て
Ｉ

窓

金

各
講
ご
と
に
か
か
げ
ら
れ
た
英
訳
文
献
は
、
英
語
圏
に
お
け
る
主
要
著
作
を

網
羅
し
、
私
た
ち
日
本
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
多
大
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
文
献
紹
介
を
見
ま
し
て
も
、
近
時
の
業

⑤

績
は
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
教
授
の
世
代
と
そ
の
早
い
時
期
の
弟
子
た
ち
に

⑥

と
ど
ま
・
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
え
ま
す
が
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
若
い
研
究
者
も

ま
た
、
日
本
文
学
を
志
望
す
る
学
生
数
が
む
し
ろ
低
下
し
て
い
く
傾
向
を
指

摘
し
て
い
ま
し
た
。
北
米
西
部
の
大
学
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
留
学
生
が
多
数

在
籍
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
日
本
語
の
履
修
に
す
ら
ほ
と
ん

ど
関
心
を
示
さ
な
い
事
実
と
あ
わ
せ
て
、
私
た
ち
の
自
省
を
促
す
。
へ
き
現
象

で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

西
欧
に
お
け
る
る
日
本
研
究
は
、
北
ア
フ
リ
カ
・
中
東
を
も
含
め
た
、
広

義
の
東
洋
研
究
の
一
部
門
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
、
長
い
歴
史
を
も

⑦

っ
て
い
ま
す
。
私
が
訪
問
し
た
大
学
で
も
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
東
洋
ア
プ
リ

⑧
⑨

力
学
部
・
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
東
洋
学
部
・
パ
リ
第
三
大
学
の
東
洋
言
語

麿
津
義
彦

、
」

四
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⑩

文
化
研
究
所
・
第
七
大
学
の
ア
ジ
ア
東
洋
言
語
文
化
学
部
な
ど
は
そ
の
典
型

で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
よ
り
狭
義
の
東
ア
ジ
ア
研
究
所
ま
た
は
講
座
の
名
称

⑪
⑫
⑬
‐

は
、
、
ヘ
ル
リ
ン
自
由
大
学
・
《
．
。
ヘ
シ
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
・
オ
ス
ロ
大
学
に
見
ら

⑭
⑮

れ
ま
す
。
直
接
日
本
学
研
究
所
を
冠
し
た
の
は
ラ
イ
デ
ン
大
学
で
あ
り
、
ポ⑯

ン
大
学
で
は
日
本
学
講
座
と
東
洋
語
講
座
と
が
併
設
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ハ

ン
ブ
ル
グ
大
学
で
は
日
本
語
・
日
本
文
化
講
座
と
細
分
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
日
本
を
冠
し
て
い
て
も
、
地
域
的
に
は
朝
鮮
と
一
括
さ
れ
て
い
る

の
が
通
例
で
あ
り
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
ば
か
り
で
な
く
、
パ
リ
第
三
大
学
の
東

洋
言
語
文
化
研
究
所
に
お
い
て
も
、
両
者
を
あ
わ
せ
て
一
部
門
を
構
成
し
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
学
部
・
研
究
所
の
名
称
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
お
り
、
日
本
に
関

す
る
研
究
は
、
多
く
の
場
合
、
言
語
と
文
化
と
に
二
分
さ
れ
て
い
ま
す
。
文

化
の
概
念
に
は
、
文
学
・
歴
史
・
宗
教
な
ど
が
包
括
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
な

か
で
も
、
文
学
は
言
語
と
密
接
に
か
か
わ
り
合
う
だ
け
に
、
そ
の
主
軸
を
占

め
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
と
文
学
と
の
か
か
わ
り
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
る
か
に
よ
り
、
日
本
文
学
へ
の
接
近
の
仕
方
が
か
な
り
変
っ
て
く
る
は

ず
で
す
。
こ
の
こ
と
を
第
一
の
問
題
と
す
れ
ば
、
つ
ぎ
に
、
日
本
へ
の
問
題

意
識
が
、
異
質
な
文
化
へ
の
興
味
に
発
し
て
い
る
の
か
、
現
実
的
な
必
要
性

に
も
と
づ
く
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
認
識
の
方
法
に
大
き
な
差
を
生
ず
る
の

は
当
然
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
お

け
る
日
本
文
学
の
講
義
が
、
古
典
と
近
代
と
に
大
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ふ

れ
ま
し
た
が
、
｜
両
者
の
歴
史
的
関
係
の
把
握
は
、
海
外
の
研
究
者
に
と
り
、

私
た
ち
以
上
に
困
難
な
課
題
で
あ
り
え
ま
す
。
最
後
に
、
言
語
と
文
学
、
古

西
欧
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
の
現
状
に
つ
い
て

､

串

典
と
近
代
と
い
う
、
い
ず
れ
の
課
題
に
も
共
有
な
、
研
究
指
導
体
制
と
文
献

と
の
問
題
に
ふ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
以
下
、
こ
の
三
点
に
つ
い
て
、

要
約
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

外
国
の
大
学
に
お
け
る
日
本
研
究
が
、
ま
ず
最
初
に
こ
と
ば
の
習
得
か
ら

入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
が
あ
る
か
ぎ
り
、
言
語
の
問
題
は
、
日
本

語
教
育
と
日
本
語
研
究
と
の
、
二
つ
の
目
的
意
識
を
同
時
に
満
し
う
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
命
を
担
っ
て
い
ま
す
。

研
究
の
出
発
点
を
な
す
日
本
語
教
育
に
し
て
も
、
そ
の
教
育
内
容
以
前
に
、

担
当
者
の
在
畉
方
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
な
い
事
実
で

あ
り
ま
す
。
多
く
の
大
学
で
は
、
常
勤
ま
た
は
非
常
勤
の
日
本
人
教
師
が
そ

の
任
に
当
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
語
教
育
の
専
門
家
に
よ
る
講
義
例
ｌ
ブ

リ
テ
ィ
ッ
シ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
ｌ
は
き
わ
め
て
少
く
、
お
そ
ら
く
は
英

語
圏
に
か
ぎ
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
ま
す
。
パ
リ
大
学
で
は
フ
ラ

ン
ス
文
学
専
攻
、
ボ
ン
大
学
で
は
ド
イ
ツ
文
学
専
攻
の
日
本
人
教
師
が
招
聴

さ
れ
、
日
本
語
教
育
を
担
当
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実

は
、
私
た
ち
の
国
の
研
究
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
ま
た
は
ド
イ
ツ
語
で
も
っ
て

日
本
語
を
講
ず
る
に
た
る
、
語
学
的
能
力
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
、
旧
制
以

来
の
外
国
語
教
育
の
偏
向
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
滞
在
国
の

こ
と
ば
に
通
じ
た
文
学
専
攻
の
日
本
人
教
師
が
語
学
教
育
を
分
担
し
、
反
対

に
、
当
該
国
に
お
け
る
日
本
研
究
の
専
任
教
師
が
兼
担
す
る
の
も
、
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
形
で
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
語
教
育
担
当
者
の
多

一
四
一

グ
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様
さ
は
、
そ
の
ま
ま
、
教
育
内
容
の
多
様
さ
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
事
実
は
ま
た
、
学
部
・
研
究
所
の
規
模
、
日
本
語
を
履
修
す
る
学
生

数
と
も
、
密
接
に
関
連
し
あ
っ
た
問
題
で
あ
り
ま
す
。
私
の
知
り
え
た
範
囲

で
も
、
小
は
一
○
名
前
後
の
オ
ス
ロ
大
学
か
ら
、
大
は
五
○
○
名
を
こ
え
る

パ
リ
第
三
大
学
ま
で
、
そ
の
差
は
あ
ま
り
に
多
き
に
過
ぎ
ま
す
。
語
学
教
育

と
文
学
教
育
と
の
接
点
を
求
め
よ
う
と
す
る
視
点
も
、
多
岐
に
わ
た
る
現
状

を
前
に
し
て
は
、
た
ん
に
そ
の
外
貌
を
し
る
す
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。

日
本
語
研
究
の
分
野
で
は
、
言
語
と
文
化
と
い
う
二
つ
の
講
座
を
も
っ
た

ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
は
、
私
た
ち
の
国
の
旧
制
帝
国
大
学
の
組
織
を
坊
佛
さ
せ

⑰
⑱
⑲

る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
同
大
学
の
尋
ヘ
ン
ク
教
授
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
の
ハ

イ
ネ
マ
ン
教
授
を
は
じ
め
、
言
語
学
の
基
盤
に
た
っ
た
研
究
法
は
、
は
な
は

だ
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
専
門
外
の
私
の
要
約
し
う
る
と
こ
ろ

で
な
い
こ
と
を
残
念
に
思
い
ま
す
。
た
だ
、
日
本
に
お
け
る
母
国
語
の
研
究

が
、
言
語
学
と
し
て
の
理
論
的
基
盤
と
比
較
言
語
学
の
視
野
を
軽
視
す
る
傾

き
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
、
国
際
的
に
孤
立
化
し
て
い
く
こ
と
を
免

れ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
懸
念
を
表
白
す
る
に
と
ど
め
ま
し
ょ
う
。

さ
き
に
、
日
本
研
究
に
携
わ
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
の
問
題
意
識
が
、
そ
の

研
究
対
象
を
規
定
し
、
研
究
法
を
左
右
す
る
に
い
た
る
事
実
を
指
摘
し
ま
し

た
が
、
こ
の
論
題
は
、
文
学
の
み
な
ら
ず
文
化
の
す
べ
て
に
か
か
わ
り
う
る

⑬

可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
、
ヘ
ル
リ
ン
自
由
大
学
で
は
、
若
い
研
究
者
や

､

Ⅱ
】

問
題
と
し
て
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
西
欧
に
お
け
る
日
本
研
究
の
歴
史
的
な

経
緯
と
、
切
り
離
し
て
は
考
え
難
い
側
面
を
も
っ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
ま
す
。

⑫
⑳

ロ
ソ
ド
ン
大
学
の
オ
ニ
ー
ル
教
授
・
・
く
り
第
三
大
学
の
シ
ー
フ
ェ
ル
学
長
．

⑳
⑮

ボ
ン
大
学
の
ツ
ァ
ハ
ル
ト
教
授
・
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
フ
ォ
ス
教
授
な
ど
、
私

の
面
接
し
え
た
著
名
な
古
典
学
者
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
国
の
紳
士
の
典
型

と
し
て
映
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
国
に
類
比
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
戦
前
大

学
の
教
壇
に
た
っ
た
、
英
・
仏
・
独
文
学
の
教
授
た
ち
を
紡
佛
さ
せ
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
西
欧
に
お
け
る
中
産
階
級
と
し
て
、
体
質
化
さ
れ
た
豊
か
な

四
二

学
生
の
関
心
が
、
明
治
以
降
の
近
代
化
の
過
程
に
集
中
し
、
む
し
ろ
社
会
科

学
へ
の
連
帯
感
を
強
め
て
い
く
傾
向
に
あ
る
由
で
す
。
そ
こ
で
は
、
た
し
か

に
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
の
ベ
ン
ク
教
授
が
危
倶
し
た
よ
う
に
、
問
題
意
識
の

拡
散
が
、
学
問
と
し
て
の
方
法
論
を
見
失
わ
せ
る
危
険
性
を
内
包
し
て
い
る

か
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
．
く
り
第
三
大
学
で
日
本
の
通
史
を
担
当

．
⑳

す
る
ビ
エ
教
授
も
、
学
生
に
見
ら
れ
る
近
代
へ
の
関
心
の
大
き
さ
に
比
し
、

教
授
陣
の
専
門
領
域
が
古
典
に
か
た
よ
り
す
ぎ
て
い
る
矛
盾
を
あ
げ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
は
、
外
国
の
学
生
の
問
題
意
識
を
と
り
あ
げ
る
場
合
、
日
本
の

大
学
に
お
け
る
学
生
の
撰
択
が
近
代
に
集
り
や
す
い
と
い
う
の
と
は
、
ま
た

違
っ
た
意
味
で
、
実
用
的
な
要
素
が
多
分
に
働
い
て
い
る
可
能
性
を
、
否
定

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
日
本
研
究
が
、
卒
業
後
の
社
会
で
ほ
と
ん
ど
対

価
を
生
ま
な
い
、
オ
ス
ロ
大
学
で
の
履
修
者
数
が
き
わ
め
て
少
い
ば
か
り
で

な
く
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
大
学
で
も
、
こ
の
七
五
年
度
に
始
め
て
日
本
学

の
講
座
が
正
式
に
開
設
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
証
左
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

と
に
か
く
、
古
典
と
近
代
と
の
比
重
の
お
き
方
は
、
た
ん
に
研
究
領
域
の

４
－
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古
典
的
教
養
が
、
日
本
文
学
伝
統
の
う
ち
に
、
共
感
の
対
象
を
見
出
し
た
と

で
も
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
戦
後
の
世
代
に
、
古
典
研
究
者
が
育
ち
難
い
な
ど
と
い
お
う

と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
欧
米
に
お
い
て
日
本
文
学
研
究
を
志
す

人
た
ち
は
、
母
国
に
お
け
る
大
学
ま
た
は
大
学
院
の
課
程
を
終
え
た
の
ち
、

渡
日
し
て
研
究
に
従
事
す
る
手
段
を
さ
が
す
の
に
腐
心
し
て
い
ま
す
。
日
本

政
府
の
国
費
留
学
生
、
あ
る
い
は
母
国
の
在
日
公
館
に
勤
務
で
き
る
数
は
き

わ
め
て
少
な
く
、
戦
後
急
増
し
た
日
本
の
大
学
で
母
国
語
を
講
ず
る
か
た
わ

ら
、
研
究
に
従
事
す
る
機
会
を
求
め
る
人
が
多
い
の
が
実
状
な
の
で
す
。
在

日
中
に
古
典
に
ひ
か
れ
、
帰
国
後
そ
の
研
究
を
発
展
さ
せ
て
い
る
何
人
か
の

よ
ゑ
ほ
ん

⑳

人
た
ち
ｌ
近
世
読
本
研
究
の
ゾ
ル
ブ
ロ
ッ
ド
教
授
、
お
伽
草
子
の
ピ
ジ
ョ

講
師
（
パ
リ
第
七
大
学
）
ｌ
を
知
っ
て
い
ま
す
。
ロ
ン
ド
ン
大
学
・
大
学
院

生
の
演
習
で
も
、
日
本
留
学
の
体
験
を
も
っ
た
二
人
が
、
六
世
市
川
団
蔵
の

芸
談
、
白
隠
和
尚
の
歌
集
に
つ
い
て
発
表
す
る
の
を
聞
く
機
会
を
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
戦
前
の
世
代
の
古
典
観
ｌ
と
く
に
宮
廷
文
化
と
仏
教
と
い
う
二

つ
の
観
点
ｌ
が
変
質
し
、
近
代
と
の
間
に
歴
史
的
な
接
点
が
求
め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
予
測
す
る
に
難
く
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

⑳
⑳

そ
の
具
体
的
な
例
証
と
し
て
、
パ
リ
高
等
研
究
院
の
フ
ラ
ン
ク
教
授
の
講

義
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
仏
教
研
究
の
専
門
家
で
あ
る
氏
は
、
前
の

や
ま
と

へ
い
ち
ゅ
う

日
仏
会
館
長
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
大
和
物
語
の
平
中
の
段
を
講
じ

か
た
た
が

な
が
ら
、
方
違
え
の
論
に
及
ん
で
い
ま
し
た
。
仏
教
史
の
み
な
ら
ず
広
く
民

間
信
仰
を
も
踏
ま
え
た
古
典
へ
の
接
近
法
は
、
た
し
か
に
、
西
欧
に
お
け
る

古
典
研
究
に
新
し
い
裾
野
を
ひ
ら
く
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
事
実
、
氏
の

西
欧
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
の
現
状
に
つ
い
て

中
も

91

聴
講
生
で
、
渡
日
を
ま
じ
か
に
控
え
た
一
人
は
、
柳
田
学
・
折
口
学
へ
の
関

心
を
熱
っ
ぽ
く
語
っ
て
い
ま
し
た
。
ひ
る
が
え
っ
て
近
代
に
つ
い
て
は
、
パ

⑳

リ
第
三
大
学
オ
リ
ガ
ス
教
授
の
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
か
ら
日
本
文
学
へ
向
け
て

の
比
較
文
学
研
究
が
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。
フ
ロ
ー

、
、
ヘ
ル
や
プ
ル
ー
ス
ト
な
ど
の
著
作
か
ら
、
漱
石
以
下
の
近
代
作
家
に
肉
迫
し

よ
う
と
す
る
視
点
は
、
反
対
の
側
に
た
つ
、
日
本
の
比
較
文
学
研
究
者
に
と

ｐ

っ
て
も
看
過
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

ビ
エ
・
オ
リ
ガ
ス
の
両
若
手
教
授
が
所
属
す
る
、
東
洋
言
語
文
化
研
究
所

⑳

で
は
、
日
本
文
学
史
の
著
者
で
も
あ
る
シ
ー
フ
ェ
ル
学
長
の
主
宰
の
も
と
に
、

日
本
に
関
す
る
ア
ソ
シ
ク
ロ
・
ヘ
デ
ィ
ー
百
科
全
書
ｌ
編
纂
の
企
画
が
進

⑳

行
し
て
い
ま
す
。
マ
ル
セ
ル
・
グ
ラ
ネ
教
授
の
業
績
で
知
ら
れ
た
、
東
洋
語

学
校
以
来
の
研
究
史
の
蓄
積
の
う
え
に
た
っ
て
、
現
時
点
で
の
日
本
学
を
綜

合
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
た
と
え
そ
こ
に
、
文
化
と
歴
史
と
の
全
般
を
貫

く
論
理
的
な
整
合
性
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
も

た
ら
す
意
義
に
お
い
て
多
大
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
包
括
的
な
企
画
が
可
能
に
な
る
の
は
、
中
央
集
権
色
の
濃
い
フ
ラ
ン
ス
の

大
学
の
特
質
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
点
、
各
州
大
学
の
独
立
的
色
彩

の
明
白
な
西
ド
イ
ツ
と
は
、
好
対
擁
を
な
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
ま
す
。

一
一
一

日
本
文
学
の
指
導
体
制
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
教
育
の
場
と
同
じ
よ
う
に
、

そ
の
教
授
陣
容
に
応
じ
て
、
各
大
学
間
の
差
は
著
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

な
お
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
教
育
事
情
に
精
通
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ

四
三

＄

p
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の
当
否
を
あ
げ
つ
ら
う
資
格
を
も
た
な
い
こ
と
も
ま
た
い
う
ま
で
も
な
い
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
の
知
り
え
た
狭
い
範
囲
で
も
、
ロ
ン
ド
ン
大

学
と
パ
リ
大
学
と
の
大
学
院
に
お
け
る
演
習
が
、
た
ま
た
ま
、
同
じ
形
で
行

わ
れ
て
い
る
事
実
に
深
い
興
味
を
お
ぼ
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
院
生
が
各
自

撰
ん
だ
主
題
を
、
大
学
院
に
在
籍
す
る
全
院
生
ば
か
り
で
な
く
、
専
攻
に
属

す
る
教
員
す
べ
て
の
出
席
の
も
と
で
、
発
表
し
討
論
に
附
す
と
い
う
手
続
き

を
内
容
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
演
習
が
、
大
学
院
に
お
け
る
教
育
・

研
究
の
中
軸
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
両
大

学
共
通
で
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
立
命
館
大
学
文
学
部
に
お
い
て
も
、
大

学
院
の
研
究
指
導
を
両
大
学
と
全
く
同
一
形
式
で
行
っ
て
い
ま
す
が
、
。
と
も

に
大
学
紛
争
の
体
験
を
へ
た
の
ち
、
東
西
の
大
学
が
到
達
し
え
た
結
論
が
、

あ
ま
り
に
附
合
し
て
い
る
こ
と
に
一
驚
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
結
論
が

一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
旧
来
の
大
学
教
育
の
在
り
方
ば
か
り
で
な

く
学
生
の
要
求
ま
で
が
、
同
じ
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
。

西
欧
に
お
け
る
研
究
文
献
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
文
学
資
料
館
の
調
査
を

は
じ
め
、
二
・
三
の
専
門
分
野
の
研
究
者
の
報
告
も
あ
り
ま
す
の
で
、
改
め

て
多
言
す
る
必
要
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
蘭
交
流
の
貴
重
図
書
を
多

数
架
蔵
し
て
い
る
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
よ
う
な
特
殊
例
は
別
に
し
て
も
、
欧
米

で
も
規
模
が
大
き
く
歴
史
の
古
い
大
学
で
は
、
日
本
の
大
学
に
匹
敵
す
る
蔵

書
を
有
し
て
い
る
の
は
通
例
で
あ
り
ま
す
。
な
か
に
は
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
・

＠

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ア
ジ
ア
研
究
所
図
書
館
の
よ
う
に
、
明
治
以
降
の
刊
本

に
偏
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
に
し
て
も
、
向
後
、
資
料
館
を
中
心
と
し
た
マ

H

５
－

四
四

イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
、
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ル
ム
の
交
換
が
促
進
さ
れ
さ
え

す
れ
ば
、
内
外
の
差
は
、
国
内
の
地
方
差
同
様
、
急
速
に
縮
ま
る
も
の
と
予

測
さ
れ
ま
す
。
こ
↓
こ
で
も
ま
た
、
私
の
専
攻
に
ひ
き
つ
け
て
附
言
す
る
こ
と

⑬

が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
中
央
図
耆
館
で
、
外
国
人
の

⑭

手
に
な
る
日
本
文
学
史
の
最
初
の
著
者
ア
ス
ト
ン
の
蔵
書
に
巡
り
会
え
た
こ

と
が
、
最
大
の
収
獲
で
あ
り
ま
し
た
。
彼
が
東
京
滞
在
中
に
蒐
集
し
た
、
近

世
末
期
の
版
本
ｌ
酒
落
本
・
滑
稽
本
・
人
情
本
か
ら
正
本
・
狂
言
本
Ｉ

の
類
が
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
ま
す
。
書
目
が
末
整
理
の
た
め
、
彼
の
文

学
史
記
述
と
の
関
連
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
困
難
な
段
階
に
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
多
く
は
、
個
別
の
関
心
に
発
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
一
括
購
入
の
所
産
で

あ
る
か
に
見
う
け
ら
れ
ま
す
。

海
外
に
お
け
る
日
本
研
究
の
課
題
と
し
て
は
、
文
献
に
よ
る
情
報
交
換
よ

り
は
む
し
ろ
、
研
究
者
の
交
流
人
事
の
面
に
、
隆
路
が
残
さ
れ
て
い
る
か
に

思
わ
れ
ま
す
。
問
題
を
日
本
人
教
師
の
招
聴
・
派
遣
と
い
う
方
向
に
し
ぼ
り

ま
し
て
も
、
ロ
ン
ド
ン
・
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
と
東
京
大
学
、
ボ
ン
大
学
と

国
学
院
・
東
京
教
育
大
学
の
例
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
特
定
の
大
学
間
の
結

東
京
の
大
学
在
職
者

で
な
く
、
海
外
の

危
険
性
さ
え
は
ら

お
け
る
研
究
者
の
、
よ
き
相
談
役
・
助
言
者
の
適
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
そ
の
人
は
、
パ
リ
大
学
都
市
日
本
館
長
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
年
、

必
ず
し
も
、
日
本
の
学
会
の
現
状
に
そ
く
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
ば
か
り

び
つ
き

に
頼
る
比
重
が
大
き
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
交
流
も
、
ほ
と
ん
ど

研
究
者
に
、
日
本
研
究
の
全
体
的
な
視
野
を
見
誤
ら
せ
る

ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
、
海
外
に

に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

○
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東
洋
言
語
文
化
研
究
所
の
外
国
人
教
授
の
職
を
か
ね
て
い
る
森
有
正
氏
で
あ

り
ま
す
。
在
パ
リ
の
日
本
研
究
者
は
、
氏
を
中
心
と
し
交
歓
し
合
う
機
会
と

場
と
を
も
つ
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
様
を
う
か
が
い
え
ま
す
。
日
本
語

・
日
本
文
学
の
学
会
関
係
者
が
深
く
自
戒
す
る
と
と
も
に
、
文
化
の
交
流
に

か
か
わ
る
諸
機
関
も
ま
た
、
留
意
す
べ
き
課
題
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

①
ご
日
ぐ
①
刷
』
ｑ
旦
國
旨
骨
Ｃ
Ｏ
冒
冒
三
画
己
、
胃
耳
目
①
昌
旦
衿
叩
旨
口
陣
口
ｇ
①
ゅ

②
。
己
ぐ
①
勗
昇
ぐ
ｇ
ｏ
Ｐ
員
○
円
冒
旨
（
閃
①
烏
①
一
①
己
己
①
冒
昇
日
の
貝
具
○
国
①
貝
巴

伊
四
ご
函
口
凹
餌
研

③
口
日
ぐ
⑦
Ｈ
巴
ご
旦
○
宮
。
品
○
蜀
閏
両
画
降
①
昌
伊
融
冒
唱
臘
①
の
四
国
ロ
Ｑ
ぐ
旨
園
四
‐

汁
障
○
国
句

④
Ｆ
ｏ
ｏ
ｐ
旨
．
圃
○
冒
儲
目

⑤
ご
曾
圖
匡
属
臨
巨
①

⑥
Ｑ
罵
○
冒
乏
・
“
罰
○
ぐ
、
ｇ
目
、
同
国
。
］
・
の
四
の
哩
○
湧

く

⑦
。
ご
ロ
写
①
Ｈ
め
再
く
旦
伊
○
戸
合
口
胃
冒
巳
ｇ
○
画
①
鼻
呂
①
目
今
シ
ご
ｏ
秒
冒
津
固
巳
①
叩

⑧
ご
己
ぐ
①
Ｈ
の
号
ぐ
ａ
○
ｍ
目
旨
凰
品
①
閃
Ｐ
Ｃ
巳
ご
具
○
国
①
昌
畠
聾
巨
巳
⑦
め

⑨
口
昌
く
の
Ｈ
巴
威
喝
目
尉
昌
目
目
鼻
耳
鼻
ｚ
騨
武
Ｑ
ｐ
巴
号
Ｆ
“
品
ロ
⑦
ｍ
３
Ｑ
員
‐

］
試
呉
』
○
目
印
○
国
①
ロ
．
菌
苛
め
己
の
や
ゆ
耳
目
①
日
○
○
３
の
‘
］
騨
固
○
口

．
⑩
ご
旨
辱
①
国
威
句
い
易
く
目
Ｆ
四
晶
匡
＄
碑
・
』
く
旨
、
算
５
扇
号
］
雲
嚴
尉
○
亭

①
ロ
什
画
］
①
の
①
○
芹
』
○
国
・
の
一
四
℃
○
国
画
再
め

訊
夕
可
吊
討
己
己
く
①
勗
昇
群
庁
○
牌
口
笛
い
は
い
○
面
①
、
、
⑦
国
旨
目
色
Ｈ

⑪
司
色
①
と
巳
く
①
儲
鼻
骨
Ｃ
ｍ
３
⑯
』
鼻
】
、
８
の
、
ｇ
日
日
目

⑫
○
稗
舞
い
置
曾
蒔
冒
ｍ
貸
具

⑬
○
再
勝
賦
威
爵
の
①
日
日
目

⑭
舂
温
目
巳
○
唱
農
目
、
當
目
目

⑮
厚
言
の
Ｈ
切
昇
騨
団
○
日
】
旨
冒
昌
巳
Ｏ
唱
切
ｏ
富
国
博
冒
』
巨
日

Ｊ

①
。
詐
騨
辱
め
○
ず
①
の
び
『
画
○
コ
の
．

⑯
ご
己
ぐ
①
『
“
弄
鷲
国
四
日
目
品
艀
日
日
普
串
胃
．
普
同
煙
呂
の

西
欧
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
の
現
状
に
つ
い
て

句
昂
討
己
己
く
①
勗
昇
群
庁
ｃ

○
稗
諺
凶
呉
尉
弄
目
邑
騨
算
口
汁

○
黒
鈩
巴
鼻
勝
丙
の
①
日
日
凹
吋

弓
凹
ｄ
四
目
（
」
○
ｍ
肘
曰
陣
勗
庁
昇
ロ
ロ
斧

『
昌
国
昌
巳
Ｏ
唱
切
（
曽
①
国
印
①
冒
旨
目
℃
の
①
目
冒
四
Ｎ
獣
】
Ⅶ
○
国
‐

■

ロ
己
旦
民
巨
岸
吊
］
平

、

己
四
○
ｍ

⑰
閃
．
言
①
冒
烏

⑬
口
昌
く
尉
岸
①
烏
○
①
：
く
の

⑲
両
○
ｇ
耳
国
の
旨
①
日
画
ご
ロ

⑳
己
島
昇
吋
ｏ
冒
口
ご

＠
員
』
ｇ
堅
く
誠

＠
月
‐
⑦
．
○
》
ｚ
ｏ
旨

⑳
罰
の
鼠
四
目
の
牌

、
国
§
号
①
算

⑳
弓
Ｈ
旨
く
○
ｍ

⑳
百
８
口
巴
旨
①
弓
誼
の
鼻

⑳
閃
８
］
①
冒
鼻
ご
ロ
①
号
切
冒
昇
①
の
①
冨
号
、

⑳
国
⑦
目
色
己
蜀
目
巳
六

⑳
］
①
四
口
百
壱
吊
○
』
‐
侭
四
の

⑳
Ｆ
色
目
詳
野
算
員
①
］
§
Ｑ
ロ
昏
勗
①

弓
巨
ご
一
旨
色
は
○
口
、
○
国
①
国
計
己
肘
篇
め
・
①
同
Ｈ
四
口
。
①
》
］
①
史
）

、
冨
自
の
①
］
Ｑ
自
〕
鼻

⑫
シ
切
目
］
聾
匡
合
の
切
目
胃
幽
ｑ

⑳
ｄ
員
ぐ
の
酋
辱
Ｆ
ご
国
ｑ
９
Ｂ
胃
昼
盟

⑭
鈩
国
“
８
曼
昌
舂
冒
目
①
い
①
巨
蔚
同
胃
日
の
畢
宮
Ｑ
勝
８
ロ
グ
目
盲
目

国
①
旨
①
Ｂ
Ｐ
目
昌
・
Ｆ
ｏ
ｐ
ａ
ｏ
ｐ
・
胃
、
①
④

（
た
か
つ
・
よ
し
ひ
こ
本
学
教
授
）
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四
五


