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研 究 室 訪 問

学
部
３
年
生
に
な
っ
て
「
ゼ
ミ
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
」
と
初

め
て
「
教
授
の
研
究
室
」
を
た
ず
ね
た
と
き
、「
出
来
合
い
の
テ

キ
ス
ト
を
読
む
よ
り
、
ま
ず
本
物
に
取
り
組
ん
だ
ほ
う
が
い
い
」

と
言
わ
れ
た
こ
と
が
、
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。
松
石
勝
彦
教

授
（
現
、
本
学
経
済
学
研
究
科
名
誉
教
授
）
の
ゼ
ミ
に
入
れ
て

い
た
だ
き
、
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
１
部
の
最
初
の
所
か
ら
、

（
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
で
す
が
）「
レ
ジ
メ
」
を
書
い
て
、

冷
や
汗
も
の
の
「
報
告
」
を

し
た
の
が
、
勉
強
の
出
発
点
だ

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ

の
後
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
余
韻
が
感
じ
ら
れ
た
１

９
８
０
年
代
前
半
か
ら
、
バ

ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
始
め
た

１
９
９
０
年
代
初
め
ま
で
、

大
学
院
生
を
し
て
い
ま
し
た
。

マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
分
野

で
は
「
恐
慌
論
」（
た
と
え
ば
、

な
ぜ
資
本
主
義
経
済
は
周
期
的
な
過
剰
生
産
恐
慌
を
伴
っ
て
し

か
発
展
し
て
い
か
な
い
の
か
、
を
め
ぐ
る
議
論
）
に
関
し
て
す

で
に
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
１
９
８
０
年

代
前
半
に
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
新
し
い
分
析
視

角
（
た
と
え
ば
、
数
理
モ
デ
ル
や
計
量
分
析
）
を
応
用
し
た
論

文
も
登
場
し
て
い
て
、「
こ
う
い
う
ス
マ
ー
ト
な
議
論
も
あ
る
の

か
」
と
興
味
を
そ
そ
ら
れ
ま
し
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
大
学
院

に
入
っ
た
ば
か
り
の
当
時
の
私
に
は
、
そ
の
よ
う
な

「
新
し
い
分
析
視
角
」
が
提
起
さ
れ
た
理
由
は
い
っ
た

い
何
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
が
明
ら
か
に
な
る

の
か
等
々
に
つ
い
て
考
え
る
能
力
が
あ
る
は
ず
も
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
資
本
蓄
積
、
再
生
産
、
利
潤
、
生
産
価

格
な
ど
の
主
要
論
点
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

議
論
は
ど
の
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う

所
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル

ク
ス
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
議
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
色
々
な
立
場
か

ら
論
争
が
あ
り
ま
す
。
目
新
し
い
も
の
に
寄
り
道
し
が
ち
な
私

は
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
議
論
に
則
し
て
、

か
つ
、
自
分
の
頭
で
考
え
よ
」
と
、
幾
度

と
な
く
、
ご
指
導
を
受
け
た
も
の
で
す
。

他
の
立
場
の
経
済
学
で
も
お
そ
ら
く
事
情

は
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
、

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
議
論
」
を
、
ど
こ
ま
で

「
一
貫
し
た
も
の
」
と
把
握
で
き
る
の
か

を
考
え
抜
く
と
い
う
作
業
は
、
や
は
り
欠

か
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
今
に
な
っ

て
痛
感
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
よ
り
具
体
的
な
経
済
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
（
た
と
え
ば
、
国
民
経
済
計
算
に
お
け
る
所
得
、
消
費
、

投
資
、
貯
蓄
、
実
物
資
産
、
金
融
資
産
・
負
債
な
ど
）
の
次
元

で
、「
資
本
主
義
経
済
の
動
態
」
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
議
論
」
と
な
る
分
析
視
角
が
「
１
つ
だ
け
」、

と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
よ
り
正
確
な
議
論
に
つ
い
て

は
先
行
研
究
を
ご
参
照
い
た
だ
い
た
ほ
う
が
良
い
と
思
い
ま
す

が
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
不
変
資
本
、
可
変
資

本
、
剰
余
価
値
、
賃
金
、
利
潤
、
利
潤
率
な
ど
）
を
、
そ
の
ま

ま
の
形
で
、
国
民
経
済
計
算
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
適
用
し
よ
う
と

す
る
と
、
色
々
と
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
出
て
き

ま
す
。
具
体
的
な
経
済
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
次
元
で
「
資
本
主
義
経

済
の
動
態
」
を
分
析
す
る
場
合
に
は
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
を
基

礎
と
す
る
場
合
で
も
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
議
論
」
と
な
る
分
析
視

角
が
も
う
１
つ
（
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
上
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）

必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
を
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
学
院
の
終
わ
り
ご
ろ
に
な
っ
て
、

国
民
経
済
計
算
の
デ
ー
タ
を
使
っ
て
「
利
潤
率
」
と
か
「
分
配

率
」
に
関
す
る
分
析
を
試
み
た
と
き
で
し
た
。
ま
た
、
よ
り
具

体
的
な
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
次
元
に
お
け
る
分
析
視
角
を
学

ぶ
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
、
と
て
も
幸
い
な
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
は
、
１
９
８
６
年
か
ら
１
９
８
８
年
に
か
け
て
、
当
時
、

東
京
経
済
大
学
で
教
え
て
お
ら
れ
た
宮
崎
義
一
先
生
（
京
都
大

学
名
誉
教
授
）
に
、
ケ
イ
ン
ズ
『
雇
用
、
利
子
お
よ
び
貨
幣
の

一
般
理
論
』
を
輪
読
す
る
大
学
院
ゼ
ミ
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
こ
と
で
す
。
実
は
、
先
に
挙
げ
た
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
議
論

を
、
ど
こ
ま
で
一
貫
し
た
も
の
と
把
握
で
き
る
か
、
考
え
抜
く

こ
と
」
と
い
う
の
は
、
宮
崎
先
生
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
理
論
を
教
わ

自
分
の
頭
で
考
え
抜
く
こ
と

自
己
紹
介
を
か
ね
て
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っ
た
と
き
に
、
よ
く
伺
っ
た
言
葉
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ケ
イ
ン

ズ
『
一
般
理
論
』
も
、
１
度
や
２
度
、
読
ん
だ
だ
け
で
わ
か
る

よ
う
な
、
理
解
し
や
す
い
著
作
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
マ
ル
ク
ス

の
経
済
学
と
並
ん
で
、
ケ
イ
ン
ズ
（
お
よ
び
ケ
イ
ン
ズ
を
受
け

継
ぐ
「
ポ
ス
ト
ケ
イ
ン
ズ
派
」）
の
経
済
学
に
つ
い
て
も
、
資
本

主
義
経
済
の
基
礎
的
な
分
析
視
角
を
提
供
す
る
「
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
議
論
」
と
し
て
、
今
で
も
初
心
に
か
え
っ
て
、
勉
強
す
る
よ

う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
と
ポ
ス

ト
ケ
イ
ン
ズ
派
経
済
学
を
中
心
と
す
る
政
治
経
済
学
ア
プ
ロ
ー

チ
を
「
導
き
の
糸
」
と
し
て
、
貨
幣
経
済
の
特
質
、
資
本
蓄
積

と
所
得
分
配
、
労
働
過
程
と
雇
用
、
金
融
の
不
安
定
性
な
ど
の

テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

最
初
か
ら
と
り
と
め
も
な
い
「
自
己
紹
介
」
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
政
治
経
済
学
ア
プ
ロ
ー
チ
な
る
も
の
の
観
点
か

ら
、
ど
ん
な
議
論
が
で
き
そ
う
な
の
か
、
現
在
担
当
し
て
い
る

学
部
教
育
科
目
を
例
に
と
っ
て
、
簡
単
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
２
０
０
２
年
度
か
ら
、
経
済
学
研
究
科
の
水
岡
不
二

雄
教
授
と
共
同
で
「
市
場
と
社
会
」
と
い
う
科
目
を
開
講
し
て

い
ま
す
。
水
岡
教
授
と
私
、
ゲ
ス
ト
講
師
と
し
て
お
願
い
す
る

他
大
学
の
専
門
家
の
先
生
、
計
３
名
の
担
当
者
に
よ
り
、
３
つ

の
パ
ー
ト
か
ら
な
る
講
義
を
行
っ
て
い
ま
す
。
２
０
１
０
年
度

の
「
市
場
と
社
会
」
で
は
、
現
代
経
済
を
色
々
な
形
で
方
向
づ

け
て
い
る
「
新
自
由
主
義
」
レ
ジ
ー
ム
の
問
題
点
と
は
何
か
、

「
新
自
由
主
義
」
の
根
本
に
あ
る
経
済
・
社
会
の
見
方
（
特
に
、

経
済
学
）
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、「
新
自
由
主
義
」
レ
ジ
ー
ム

に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
は
考
え
ら
れ
な
い
の
か
、
と
い
っ

た
問
題
意
識
を
共
有
し
つ
つ
３
名
の
担
当
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

専
門
分
野
の
観
点
か
ら
講
義
を
行
い
ま
し
た
。「
市
場
と
社
会
」

は
必
修
の
科
目
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
履
修
す
る
学
生
は
割

と
多
く
、
と
て
も
興
味
深
く
鋭
い
質
問
を
寄
せ
て
く
れ
る
学

生
も
い
ま
す
。

私
は
、「
市
場
」
と
「
社
会
」
の
関
わ
り
あ
い
に
つ
い
て
従
来

の
経
済
学
（
も
ち
ろ
ん
、
私
が
勉
強
し
て
き
た
学
説
に
限
っ
た

う
え
で
の
話
で
す
が
）
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
か
に
つ
い

て
、
自
分
な
り
に
解
説
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、「
賃
金
」
と
い
う
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
注
目
し
て
み
ま
し

ょ
う
。「
賃
金
」
と
は
何
か
？
と
問
わ
れ
た
と
き
、〝
そ
れ
は

「
労
働
の
価
格
」
だ
〞
と
い
う
答
え
は
、
け
っ
し
て
間
違
い
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
労
働
の
価
格
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
現
実
に

通
用
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
話
を
終
わ
り
に

し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。「
労
働
の
価
格
」
の
背
後
に
は
、

「
雇
う
側
」
と
「
雇
わ
れ
る
側
」
と
い
う
互
い
に
異
な
る
立
場
の

人
々
の
あ
い
だ
に
社
会
関
係
が
潜
ん
で
い
ま
す
し
、「
賃
金
」
と

い
う
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
問
題
点
と
は

何
か
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
考
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
現
実
の
経
済
で
は
、
た
と
え
ば
、「
１
時
間
機
能
す
る

労
働
力
の
価
値
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、「
１
時
間
の

労
働
の
賃
金
」（
つ
ま
り
、「
時
給
○
○
○
円
」）
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
通
用
し
て
い
ま
す
。
政
治
経
済
学
ア
プ
ロ
ー
チ
な
る
も

の
は
、
け
っ
し
て
「
賃
金
」
と
い
う
実
際
の
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
否
定
し
た
り
、
こ
れ
を
「
廃
止
せ
よ
」
と
主
張
し
た
り
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、「
賃
金
」
と

い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
に

つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
深
く
考

え
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
、
と

提
案
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ

で
は
、
あ
ま
り
込
み
入
っ
た
話

に
は
立
ち
入
り
ま
せ
ん
が
、「
賃

金
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
通
用
し
て
い
る
現
実
の
経
済
で
は
、

「
労
働
力
の
再
生
産
」（
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
雇
わ
れ
て
い
る

人
々
の
生
活
の
維
持
）
す
ら
保
証
し
な
い
賃
金
形
態
も
堂
々
と

ま
か
り
通
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、「
賃
金
」
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
を
用
い
る
経
済
で
は
、
人
々
の
生
活
の
再
生
産
を
確
保
す

る
た
め
の
何
ら
か
の
社
会
制
度
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
こ
10
年
ほ
ど
の
現
状
を
見
る
と
、
雇
用
形
態
の
多

様
化
（
特
に
、
い
わ
ゆ
る
「
非
正
規
雇
用
」
の
拡
大
）
に
伴
っ

て
、「
雇
う
側
」
の
人
々
は
「
他
人
か
ら
働
き
ぶ
り
を
引
き
出
す

権
限
」
を
「
よ
り
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
」
な
形
で
確
保
し
て
い
る
一

方
で
、「
雇
わ
れ
る
側
」
の
人
々
の
な
か
に
は
、
か
り
に
「
賃
金
」

を
得
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
と
し
て
も
、
将
来
に
わ
た
る
人
生
設

計
が
立
て
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
日
々
の
生
活
を
維
持
す
る

こ
と
す
ら
困
難
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
人
々
が
お
お
ぜ
い
い

ま
す
。
こ
う
し
た
厳
し
い
現
実
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
立

場
か
ら
の
議
論
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、「
賃
金
」
と
い

う
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
を
根
本
的
に
考
え
て
み
る
こ

と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、「
市
場
と
社
会
」
の
講
義
で
は
、
以
上
の
よ
う
な

「
賃
金
」
を
め
ぐ
る
話
だ
け
で
な
く
、
世
界
経
済
の
現
状
に
至
る

歴
史
的
経
緯
と
か
、
世
界
経
済
の
今
後
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
関
わ

る
よ
う
な
テ
ー
マ
も
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
１
１
年
度
も
、

通
常
の
教
科
書
と
は
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
経
済
・
社
会
を
分

析
す
る
た
め
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
見
方
を
皆
さ
ん
に
提
案
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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ストケインズ派経済学の蓄積・

分配理論に基づく実証分析、市

場経済と制度に関する政治経済

学アプローチ。

「
政
治
経
済
学
（p

oliticaleconom
y

）」
か
ら

見
え
て
く
る
も
の

――
学
部
教
育
科
目
「
市
場
と
社
会
」
を
例
に
――
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