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ニ
コ
ラ
イ
堂
、
聖
橋
…
残
像
の
中

の
中
央
大
学

　

ニ
コ
ラ
イ
堂
、
井
上
眼
科
、
瀬
川
小
児
科
病
院
、

聖
橋
、湯
島
聖
堂
、そ
れ
に
接
骨
医
の
代
名
詞
と
な
っ

た
名
倉
（
病
院
）、
浜
田
産
院
、
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン

セ
等
々
御
茶
ノ
水
界
隈
を
示
す
建
物
の
施
設
は
、
漱

石
の
小
説
に
接
し
た
者
な
ら
誰
で
も
す
ぐ
想
い
出
す
。

何
か
日
本
の
明
治
期
の
始
ま
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の

ば
か
り
だ
。

　

と
り
わ
け
、
ニ
コ
ラ
イ
堂
は
幼
児
期
を
哈ハ

爾ル

浜ピ
ン

で

過
ご
し
た
わ
た
し
に
は
、
と
て
も
親
し
く
馴
じ
み
深

く
感
じ
ら
れ
た
。
溥フ
ー

家
ジ
ャ
ー

屯ト
ン

と
い
う
田
舎
の
寒
村
が

露
西
亜
人
の
手
で
欧
風
化
さ
れ
東
清
鉄
道
の
北
の
中

心
市
街
と
し
て
開
発
さ
れ
た
の
が
哈
爾
浜
だ
。
そ
の

繁
華
街
の
一
つ
に
キ
タ
ヤ
ス
カ
ヤ
（
支
那
人
街
）
と

呼
ば
れ
る
街
区
が
あ
り
、
そ
こ
の
中
心
に
露
西
亜
正

教
の
教
堂
が
あ
っ
た
。
同
じ
正
教
会
の
御
堂
だ
が
ら
、

当
り
前
の
こ
と
と
い
え
ば
当
り
前
だ
が
ニ
コ
ラ
イ
堂

は
そ
れ
に
と
て
も
似
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

伊
達
の
泣
き
堀
と
崖
の
上
に
林
立
す
る
商
店
の
間

に
造
ら
れ
た
御
茶
ノ
水
駅
の
聖
橋
に
降
り
て
、
南
に

駿
河
台
の
坂
を
下
る
と
、
そ
こ
に
は
静
寂
が
滞
っ
て

い
た
。
ニ
コ
ラ
イ
堂
と
井
上
眼
科
を
通
り
過
ぎ
、
日

本
大
学
の
病
院
を
過
ぎ
る
と
、
そ
こ
に
中
央
大
学
の

講
堂
と
校
舎
が
あ
っ
た
。
最
初
に
訪
れ
た
日
が
日
曜

日
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
小
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
校

舎
と
辺
り
の
静
け
さ
が
強
く
印
象
的
だ
っ
た
。
入
学

を
控
え
て
大
学
の
歴
史
と
そ
こ
に
学
ん
だ
人
々
の
こ

と
を
少
し
調
べ
て
い
た
の
で
、
こ
の
小
さ
な
校
舎
が

英
吉
利
法
律
学
校
か
ら
始
ま
り
、多
く
の
法
曹
と（
長

谷
川
）如
是
閑
と（
杉
村
）楚
人
冠
の
二
人
の
日
本
を

代
表
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
輩
出
し
た
学
舎
な
の

だ
と
思
い
、
静
寂
さ
と
薄
白
い
学
舎
の
壁
の
光
に
な

に
か
落
ち
つ
き
と
安
ら
ぎ
が
感
じ
ら
れ
た
。

法
の
学
舎
が
こ
こ
に
あ
る

　

こ
れ
が
、
わ
た
し
の
今
で
も
残
像
と
な
っ
て
い
る

最
初
の
中
央
大
学
で
あ
る
。

　

志
を
立
て
、
み
ず
か
ら
律
し
て
学
ぶ
こ
と
を
教
わ

る
場
所
が
こ
こ
だ
と
受
け
と
め
た
。
近
代
国
民
国
家

の
中
核
に
は
法
が
あ
る
。
法
を
単
に
統
治
の
手
段
と

み
る
法
治
国
で
の
法
の
理
解
と
は
違
っ
て
、
国
民
国

家
を
多
く
支
え
る
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
に
社
会
生
活
の

基
盤
と
な
る
生
活
態
度
を
育
む
た
め
に
始
ま
っ
た
英

吉
利
の
イ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
コ
ー
ト
に
な
ら
っ
て
、
遵

法
が
ど
れ
ほ
ど
平
和
と
人
々
の
自
律
と
多
様
性
を

支
え
る
か
を
学
び
教
え
る
伝
統
が
、
こ
こ
に
は
あ
る

に
違
い
な
い
と
確
信
し
て
、
ほ
ど
な
く
入
学
手
続
を

と
っ
た
。
人
そ
れ
ぞ
れ
に
入
学
の
動
機
と
感
慨
は
あ

総
合
政
策
学
部
教
授
・
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

法
学
博
士
・
初
代
総
合
政
策
学
部
長

�
���

�
�

�
���

渥
美
東
洋

研
究
生
活

　

年
の
終
わ
り
に

英
吉
利
法
律
学
校
か
ら
の

伝
統
を
活
か
す
こ
と
を

今
後
の
中
央
大
学
に
期
待
す
る

５０
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る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
こ
の
よ
う
な
感
慨
で
中
央

大
学
に
入
学
し
た
こ
と
が
そ
の
後
の
人
生
に
ど
れ
ほ

ど
役
立
っ
た
か
判
ら
な
い
、
と
今
述
懐
す
る
。
同
様

の
考
え
を
も
つ
良
き
友
人
を
得
て
、
中
大
生
で
あ
る

こ
と
の
誇
り
で
、
苦
し
い
生
活
事
情
の
戦
後
期
に
、

敗
戦
国
日
本
の
再
建
に
役
立
つ
人
間
に
な
ろ
う
と
し

て
学
生
生
活
の
第
一
日
か
ら
生
活
設
計
を
立
て
た
。

当
時
の
中
大
生
に
は
、こ
の
よ
う
な
人
々
が
い
た
の
だ
。

国
民
国
家
と
法
意
識

　

戦
闘
、
武
力
に
依
ら
な
い
国
民
国
家
、
み
ず
か

ら
を
律
し
て
相
互
協
力
を
可
能
に
す
る
仕
組
み
に

依
る
国
民
国
家
の
中
核
に
法
は
位
置
す
る
と
理
解
し

た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
法
の
あ
り
方
を
学
ぶ
こ
と
に

努
め
た
。
戦
争
と
武
力
、
暴
力
に
よ
る
圧
政
の
具
体

的
な
体
験
を
、
と
り
わ
け
大
戦
後
の
ソ
連
赤
軍
の
凌

虐
ぶ
り
に
直
か
に
接
し
て
も
つ
わ
た
し

に
と
っ
て
、
法
を
理
解
し
、
法
を
通
し

た
平
和
を
求
め
る
こ
と
は
、
頭
の
中
で

の
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
切
実
な

ニ
ー
ズ
だ
っ
た
。
暴
力
と
テ
ロ
の
連
鎖

と
い
う
サ
イ
ク
ル
の
中
で
苦
し
む
今
の

中
東
の
情
勢
を
み
て
、
武
装
と
武
力
に

拠
っ
て
自
己
主
張
す
る
こ
と
が
、
ど
れ

ほ
ど
人
間
の
資
源
の
無
駄
遣
い
に
な
る

か
と
思
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
戦
争
体

験
に
拠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　

小
植
民
者
と
し
て
の
体
験
、
大
戦
後

の
語
る
の
も
厭
う
ほ
ど
の
被
抑
圧
者
と

し
て
の
体
験
は
、
国
民
国
家
の
基
本
は

法
意
識
、
遵
法
の
意
識
、
つ
ま
り
、
対

立
・
紛
争
は
他
人
と
共
に
守
る
も
の
と

し
て
理
解
で
き
る
ル
ー
ル
の
内
面
化
に
よ
っ
て
解
決

さ
れ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

　

中
大
で
の
学
生
仲
間
の
多
く
は
、
法
曹
に
も
な
ら

ず
、
ま
た
長
く
無
理
な
法
曹
試
験
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

注
ぐ
こ
と
も
な
か
っ
た
。
だ
が
、
み
ず
か
ら
近
隣
共

同
体
や
企
業
、
国
家
を
健
全
に
機
能
さ
せ
る
の
に
は
、

法
に
よ
る
支
配
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
知
る
た
め

に
、
法
律
学
を
学
ん
で
い
た
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ

る
。
よ
く
世
間
で
は
、
中
大
は
司
法
試
験
を
含
む
高

文
の
受
験
学
校
だ
と
い
う
。
だ
が
、
当
時
の
中
大
法

科
の
学
生
は
、
他
大
学
の
学
生
と
比
較
し
て
、
た
だ

受
験
勉
強
を
す
る
と
い
う
よ
り
か
、
国
民
国
家
で
の

法
の
支
配
の
重
要
さ
を
探
ろ
う
と
す
る
者
が
多
か
っ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
法
の
機
能
を
一
生
涯
探
す
と

か
、
身
に
つ
け
よ
う
と
努
め
る
と
か
と
い
う
友
人
が
、

法
曹
に
な
ら
な
か
っ
た
者
に
多
い
の
も
、
中
大
法
科

の
特
色
か
も
し
れ
な
い
。

司
法
試
験
合
格
…
助
手
拝
命

　

こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
で
学
生
生
活
を
送
り
、

自
分
で
言
う
の
も
可
笑
し
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
受
験
勉

強
も
せ
ず
に
、
二
〇
歳
で
司
法
試
験
に
合
格
し
た
。

　

Ｊ
・
ロ
ッ
ク
、
Ｗ
・
ホ
ー
ム
ズ
、
Ｈ
・
ラ
ス
キ
な

ど
の
英
文
著
作
に
耽
っ
た
の
も
、
わ
た
し
が
中
央
大

最終講義「法の関心と法のコンセプトの変遷̶法とは何か」
＝05年１月11日、8203教室で
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学
法
科
に
学
ん
だ
の
が
大
き
い
と
思
う
。
デ
ィ
ケ
ン

ズ
の
小
説
を
読
ん
だ
動
機
も
、
彼
が
イ
ン
ズ
・
オ
ブ
・

コ
ー
ト
の
学
生
だ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
も
英
吉
利
法
律

学
校
の
創
立
に
か
か
わ
っ
た
者
の
多
く
が
ミ
ド
ル
・

テ
ン
プ
ル
出
身
者
で
あ
り
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
も
そ
こ
に

籍
を
置
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
人

は
仲
間
と
そ
の
仲
間
と
過
ご
す
施
設
の
文
化
に
い
つ

の
ま
に
か
強
い
影
響
を
受
け
る
も
の
だ
。

　

学
生
を
卒お

え
社
会
に
出
る
直
前
に
、
と
は
い
っ

て
も
半
年
位
前
か
ら
、
林
頼
三
郎
総
長
と
升
本
喜
兵

衛
法
学
部
長
か
ら
、
法
学
部
の
助
手
に
な
っ
て
学
究

生
活
を
始
め
る
よ
う
に
と
の
、
大
変
に
強
い
勧
め
が

あ
っ
た
。
当
時
の
わ
た
し
の
意
に
反
し
て
、
結
局
は

こ
の
勧
め
に
従
う
結
果
と
な
っ
た
。
助
手
を
拝
命
し

た
と
こ
ろ
、「
君
の
俸
給
は
、
君
の
学
生
の
と
き
の

成
績
に
応
じ
て
他
の
人
と
は
別
に
決
め
る
か
ら
、
高

く
支
払
う
か
ら
、そ
れ
が
決
ま
る
ま
で
待
っ
て
く
れ
」

と
言
わ
れ
、
四
ヶ
月
間
は
俸
給
の
支
払
い
を
受
け
な

い
ま
ま
に
始
ま
っ
た
。
夏
休
み
に
入
っ
て
少
し
経
っ

た
と
き
、
一
般
の
基
準
に
従
っ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
言
わ
れ
、
利
息
も
付
か
ず
に
遅
れ
て
支

給
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
は
じ

め
て
大
人
の
世
界
の
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

若
い
大
学
卒
業
生
は
、
人
生
の
勧
め
を
す
る
大
人

の
言
葉
を
信
ず
る
も
の
だ
。
中
央
大
学
は
創
立
七
〇

年
を
迎
え
て
、
い
よ
い
よ
研
究
者
を
養
成
し
、
そ
れ

ま
で
東
大
だ
け
が
研
究
者
を
養
成
し
て
い
っ
た
日
本

の
現
状
を
打
破
す
る
よ
う
に
体
勢
を
変
え
よ
う
と
本

腰
を
入
れ
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
是
非
、
そ
の
た
め

に
努
力
を
し
、
有
意
義
な
人
生
を
送
る
よ
う
に
と
い

う
の
が
勧
誘
の
言
葉
だ
っ
た
。

　

大
学
四
年
の
と
き
、
毎
日
新
聞
社
が
当
時
の
田
中

耕
太
郎
最
高
裁
判
所
長
官
と
学
生
と
の
対
話
を
企
画

し
、
四
名
の
大
学
生
の
一
人
に
わ
た
し
も
選
ば
れ
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
対
談
は
本
に
な
り
出
版
も
さ

れ
た
。
田
中
耕
太
郎
先
生
は
東
大
で
商
法
、
会
社
法

の
研
究
を
さ
れ
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
の
立
場
か

ら
法
哲
学
の
素
養
も
身
に
つ
け
ら
れ
た
日
本
を
代
表

す
る
法
学
者
だ
っ
た
。
世
界
法
の
理
論
を
展
開
さ
れ
、

世
界
法
の
実
現
を
真
剣
に
模
索
さ
れ
た
方
で
も
あ
り
、

他
方
、
政
治
の
世
界
に
も
入
ら
れ
文
部
大
臣
と
し
て

の
経
験
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
。
宗
教
と
法
、
文
学

と
法
に
つ
い
て
の
話
題
に
も
、
こ
の
対
談
は
及
ぶ
こ

と
に
な
っ
た
。

デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
ゲ
ー
テ
…

「
法
の
支
配
」
の
文
学
表
現

　

先
に
触
れ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
だ
け
で
な
く
ゲ
ー
テ
も

法
律
家
で
し
か
も
一
級
の
法
律
家
、
ワ
イ
マ
ー
ル
公

国
の
宰
相
だ
っ
た
。
君
主
体
制
、
そ
れ
も
絶
対
主
義

と
い
う
、
法
の
支
配
か
ら
自
由
な
、
そ
れ
を
超
越
す

る
王
権
を
「
基
本
法
」
と
い
う
も
の
も
の
で
支
え
よ

う
と
す
る
絶
対
主
義
を
変
革
す
る
「
公
衆
の
権
利
を

守
り
、
公
衆
が
国
家
を
『
我
々
の
も
の
』
と
受
容
し

た
う
え
で
遵
守
す
る
法
の
支
配
の
根
源
を
見
出
す
」

共
和
制
の
思
想
に
拠
る
フ
ラ
ン
ス
市
民
革
命
を
、
ラ

イ
ン
の
対
岸
か
ら
眺
め
て
い
た
一
人
が
ゲ
ー
テ
だ
っ

た
と
思
う
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
英
国
で
の
民
事
裁
判
の

不
公
正
と
不
効
率
を
訴
え
た
小
説
も
著
し
て
い
る
。

ゲ
ー
テ
の
「
詩
と
真
実
」
で
は
法
の
存
在
と
法
の
機

能
が
人
々
に
安
定
と
安
心
を
与
え
る
よ
う
に
と
の
願

望
が
示
さ
れ
て
も
い
る
。

　

法
の
定
め
る
ル
ー
ル
が
為
政
者
、
執
行
者
、
認
定

者
と
公
衆
に
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
理
解
さ
れ
、
そ
れ

へ
の
内
面
か
ら
の
支
持
と
受
容
を
要
す
る
と
の
法
の

支
配
の
要
件
は
、
小
説
で
も
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
文
学
作
品
の
な
か
で
法
が
真
剣
に
扱
わ
れ
る
よ

う
な
状
況
で
な
い
と
法
の
支
配
は
実
現
し
な
い
で
あ

ろ
う
と
思
う
。
相
手
と
自
分
を
相
互
に
入
れ
替
え
て
、

と
り
わ
け
法
執
行
と
法
適
用
の
職
に
あ
る
者
が
人
間

関
係
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
法
の
支

配
の
要
件
で
あ
る
。
そ
の
方
向
に
途
を
着
実
に
拓
い
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て
歩
み
、
す
こ
し
で
も
研
究
と
教
育
で
そ
の
こ
と
を

自
ら
理
解
し
読
者
と
学
生
が
覚
醒
で
き
る
よ
う
に
努

め
て
こ
の
五
〇
年
を
過
ご
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
の
努
力
と
思
い
が
、
ど
こ
ま
で
学
生
諸
君
や
法
曹

に
伝
わ
っ
た
だ
ろ
う
か
と
、
内
省
す
る
年
齢
に
な
っ

た
。
実
際
の
社
会
で
人
為
的
に
定
め
た
目
標
を
実
現

す
る
こ
と
が
、
法
の
解
釈
で
あ
り
、
法
の
文
言
に
逃

げ
て
、
法
執
行
・
適
用
者
が
社
会
に
対
し
て
責
任
を

負
わ
な
い
（
こ
れ
を
無
責
任unaccountable

と
い

う
）
法
解
釈
と
適
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か

を
確
か
め
る
こ
と
も
、
法
に
携
わ
る
者
、
と
り
わ
け

研
究
者
と
教
育
者
に
重
要
で
あ
る
。

〈
権
利
＝
期
待
論
〉

　

こ
の
よ
う
な
狙
い
で
、
司
法
試
験
に
合
格
し
て
数

年
を
経
て
修
習
生
の
課
程
を
選
ん
だ
。
そ
こ
で
は
、

実
務
の
中
で
の
法
意
識
と
責
任
感
、
そ
れ
を
実
現
す

る
法
曹
の
真
剣
な
態
度
を
学
ぶ
こ
と
に
努
め
た
。
日

本
の
法
曹
の
法
と
の
か
か
わ
り
と
、
社
会
問
題
を
発

見
（identitfy

）
し
て
法
の
目
標
に
適
う
よ
う
に

社
会
問
題
を
解
決
す
る
方
向
を
示
す
と
こ
ろ
に
法
解

釈
と
い
う
作
業
が
あ
る
こ
と
を
研
究
と
教
育
で
標
榜

し
て
い
た
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
の
米

国
イ
ェ
ー
ル
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
の
法
へ
の
か
か

わ
り
と
を
比
較
で
き
た
こ
と
は
、
わ
た
し
に
大
き
な

財
産
と
な
っ
た
。
イ
ェ
ー
ル
で
、
と
り
わ
け
問
題
解

決
に
法
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
一
つ
の
方
法
に
権
利
論

が
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
教
育
や
実
務
、

そ
れ
に
書
物
を
通
し
て
そ
れ
ま
で
に
学
ん
だ
欧
米
の

法
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
理
解
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
収

穫
だ
っ
た
。
権
利
論
が
三
権
分
立
の
領
域
を
変
え
、

行
政
や
国
家
の
運
営
に
従
事
し
て
い
る
者
の
責
任
を

問
う
方
策
に
な
る
。
権
利
論
は
、
単
に
義
務
論

（deontology

）
の
根
拠
に
な
る
だ
け
で
な
く
、

と
り
わ
け
行
政
の
責
任
体
制
と
責
任
意
識

（accoutability

。
け
っ
し
て
説
明
責
任
で
は
な
い
）

を
明
確
に
さ
せ
、
行
政
運
用
の
可
視
性
を
高
め
る
方

策
に
な
る
。

　

国
家
に
よ
る
規
制
が
多
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
今

日
、
も
し
、
あ
る
行
政
と
公
衆
又
は
個
人
と
の
間
に

あ
っ
て
、
公
衆
や
個
人
に
権
利
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
論
証
す
れ
ば
、
そ
の
権
利
の
実
現
に
行
政
も
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
権
利
の
あ
る
こ

と
を
裁
判
所
（Judiciary
）
は
確
認
せ
ざ
る
を
え

ず
、
権
利
の
侵
害
を
未
然
に
防
ぐ
積
極
的
な
措
置
を

裁
判
所
に
講
ず
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、

な
ど
な
ど
、
多
く
の
実
際
の
社
会
問
題
を
解
決
す
る

方
途
が
開
け
る
。
行
政
の
裁
量
は
大
幅
に
制
限
さ
れ

る
。

　

行
政
に
よ
る
給
付
が
、
個
人
に
と
っ
て
十
分
に
根

拠
の
あ
る
期
待
に
支
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
権

利
が
存
在
す
る
と
み
る
、
ベ
ン
タ
ム
に
始
ま
る
権
利

＝
期
待
論
は
、
今
日
大
き
な
法
運
用
上
の
意
味
を
も

つ
。
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
と
考
え
方
を
弁
護
権
と

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
論
の
構
成
に
あ
っ
て
、
大
い
に

利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
権
利
論
は
、
行
政
の

手
続
化
と
再
検
討
性
（proceduralization and 

reversalization

）
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
ガ
バ
ナ

ン
ス
と
い
う
統
治
理
論
の
見
方
を
生
む
。

ル
ー
ル
・
オ
ブ
・
ロ
ー
の
拠
点
た
れ

　

わ
た
し
は
、つ
と
め
て
、法
の
コ
ン
セ
プ
ト
、ル
ー

ル
・
オ
ブ
・
ロ
ー
文
化
に
合
わ
せ
た
「
法
」
解
釈
と

法
の
考
え
方
を
伝
達
す
る
心
構
え
で
講
義
を
し
て
き

た
。

　

中
大
法
科
は
受
験
校
で
は
な
い
。
英
吉
利
法
の

ル
ー
ル
・
オ
ブ
・
ロ
ー
の
発
展
の
日
本
の
拠
点
と
な

る
こ
と
を
校
是
に
す
る
大
学
で
あ
っ
て
も
ら
い
た
い
、

と
い
う
の
が
、
約
五
〇
年
の
間
わ
た
し
が
研
究
生
活

の
本
拠
を
置
い
た
中
央
大
学
へ
の
、
教
授
定
年
を
迎

え
て
の
期
待
で
あ
る
。


