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「
実
践
と
研
究
を
つ
な
ぐ
」
を
生
き
る
　
「実
践
と
研
究
を
つ
な

ぐ
」
と
い
う
主
題
の
設
定
に
注
意
を
ひ
か
れ
ま
し
た
。
す
る
と
、　
一

つ
の
疑
間
が
湧
い
て
来
ま
し
た
。

「実
践
と
研
究
を
つ
な
ぐ
」
と
い

う
こ
と
が
深
刻
な
悩
み
と
な
り
心
の
底
か
ら
の
真
剣
な
問
い
と
な
る

の
は
、　
一
体
ど
の
よ
う
な
状
況
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
た
想
像
の
…
…
い
や
、
空
想
・
幻
想

・
妄
想
の
、
か
も
知
れ
ま

せ
ん
…
…
流
れ
に
身
を
任
せ
て
泳
い
で
み
ま
し
た
。

「実
践
」
も

「
研
究
」
も
、
言
葉
と
し
て
は
、
名
詞
で
す
。
そ
こ

で
、
「
わ
た
く
し
の
、あ
な
た
の
、
か
れ
／
か
の
じ
ょ
の

『
実
践
』
」

と
か
、

「
。
・
・
の

『
研
究
』
」
と
か
言
え
ま
す
。
で
は
、
こ
こ
で

の
主
題
は
、
誰
の。
「実
践
」
と
誰
の。
「
研
究
」
を

「
つ
な
ぐ
」

・こ
と

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
「
つ
な
ぐ
」
は
動
詞
で
す
。
「わ
た
く
し
が
、

あ
な
た
が
、
か
れ
／
か
の
じ
ょ
か

『
つ
な
ぐ
』
」
と
言
え
ま
す
。
で

つ
な
ぐ
」
場
合
な
ど
を
経
て
、

「
か
れ
／
か
の
じ
ょ
が
実
践
し
、
研

究
し
、
つ
な
ぐ
」
場
合
に
至
る
２７
通
り
で
す
。

「
実
践
と
研
究
を
つ

な
ぐ
」
を
具
体
的
に
考
え
る
に
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
２７
通
り
総

て
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

誰
の

「
生
と
死
」
か
、
誰
が

「
生
き
る
」
か
誰
が

「
死
ぬ
」
か

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
の
は
、
実
は
、

「
生
と
死
」
に
つ

い
て
考
え
る
場
合
に
は
、

「
誰
」
と
い
う
こ
と
が
大
問
題
に
な
る
と

い
う
こ
と
を
思
い
出
し
た
か
ら
な
の
で
す
。

「わ
た
く
し
の
生
」
、

「
あ
な
た
の
生
」
、

「
か
れ
／
か
の
じ
ょ
の
生
」
、
ど
れ
も

「
生
」

と
し
て
は
、
少
し
も
変
わ
り
が
な
い
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

で
は
、
「
死
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
「
わ
た
し
が
死
ぬ
」
、

「あ
な
た
が
死
ぬ
」
、
「
か
れ
／
か
の
じ
ょ
が
死
ぬ
」
。
途
端
に
、た

い
へ
ん
な
差
異
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

「わ
た
し
が
死
ぬ
」

（第

一
人
称
態
の
死
）
の
は
、

「
あ
な
た
が
死
ぬ
」

（第
二
人
称
態

の
死
）
や

「
か
れ
／
か
の
じ
ょ
が
死
ぬ
」

（第
二
人
称
態
の
死
）
の

と
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
…
…
こ
の

「
私
に
と
っ
て
は
」
と
い
う
点

が
肝
心
な
の
で
す
が
…
…
雲
泥
の
差
と
い
う
よ
り
、
天
と
地
ほ
ど
の

差
で
す
。

「わ
た
く
し
が
死
ぬ
」
と
、
私
に
と
っ
て
の
世
界
全
体
が

消
え
去
る
か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
の
詳
細
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ

チ
の

『
死
』

（
み
す
ず
書
房
）
に
豊
か
に
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

ｋ
岩

手

大

学

士
ロ

立早

は
、

「
つ
な
ぐ
」
の
は
誰
で
し
ょ
う
か
。
誰
の

「実
践
」
か
、
誰
の

「研
究
」
か
、
と
問
う
以
前
に
、
誰
か
が

「実
践
す
る
」
と
か
誰
か

が

「研
究
す
る
」
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
の
出
来

事
の
結
果
生
ま
れ
た
の
が
、
誰
か
の

「実
践
」
で
あ
り
誰
か
の

「研

究
」
な
の
で
し
ょ
う
。
い
や
、
誰
か
が

「実
践
す
る
」
と
か

「研
究

す
る
」
と
い
う
活
動
や
過
程
そ
の
も
の
が
、
誰
か
の

「実
践
」
と
か

「
研
究
」
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
、

「誰
」
と
い
う
こ

と
が
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
動
詞
で
主
題
化
し
た
場

合
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

「誰
が
」
と
い
う
こ
と
に
着
目
す

る
と
、

「実
践
と
研
究
を
つ
な
ぐ
」
に
は
、
論
理
的
に
は
、
３
×
３

×
３
＝
２７
通
り
の
場
合
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
ま
す
。
っ
ま

り
、

「わ
た
く
し
が
実
践
し
、
研
究
し
、
っ
な
ぐ
」
場
合

か
ら
、

「わ
た
く
し
が
実
践
し
、
あ
な
た
が
研
究
し
、
か
れ
／
か
の
じ
ょ
が

「ど
れ
も

『
生
』
と
し
て
は
、
少
し
も
変
わ
り
が
な
い
」
と
述
べ

ま
し
た
。
し
か
し
、

「誰
の
死
か
？
」
で
、

「死
」
と

「
死
ぬ
」
に

こ
れ
程
の
差
異
を
生
じ
る
こ
と
の
発
見
で
、

「生
」
と

「
生
き
る
」

に
も
同
様
の
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

い
わ
ば

「生
き
る
」
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
の

「実
践
す
る
」
、

「研
究
す
る
」
、

「
つ
な
ぐ
」
に
も
、
同
様
の
差
異
が
存
在
す
る
こ

と
も
発
見
さ
れ
ま
す
。

「実
践
と
研
究
を
つ
な
ぐ
」
の
は
誰
か
、
と

い
う
こ
と
が
肝
心
な
問
題
と
な
る
の
で
す
。

授
業
実
践
者
・
武
田
常
夫
は
、

「授
業
者
は
、
授
業
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
し
か
授
業
の
機
徴
を
知
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
」

（
『
真

の
授
業
者
を
め
ざ
し
て
』
国
土
社
、　
一
九
九
〇
年
、
二
六
ペ
ー
ジ
）

と
書
き
遺
し
て
い
ま
し
た
。

「授
業
の
機
微
」
を
知
る
に
お
け
る
、

「実
践
す
る
」
こ
と
の
、
掛
け
替
え
の
な
い
重
要
性
を
述
べ
た
も

の
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
で
は
、

「研
究
す
る
」
に
つ

い
て
は
、
ど
う
で
し
ま
つ
か
。

「研
究
す
る
」
は
、
誰
が
や
っ
て
も

変
わ
ら
な
い
、
機
械
的
単
純
作
業
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

「
つ

な
ぐ
」
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

「研
究
」
も

「
つ
な
ぐ
」
も
、

「実

践
」
と
同
じ
よ
う
に
、

「誰
の
」
。
「
誰
が
」
に
よ
っ
て
差
異
が
生

ま
れ
る
個
性
的
な
仕
事
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
生
死

と
同
じ

く
、

「私
に
と
っ
て
」
は
大
き
な
差
異
を
生
ず
る
の
で
す
。

Ｉ
Ｌ
実
践
と
研
究
を
つ
な
ぐ
」
を
生
き
る

授
業

・
実
践

ｏ
研
究
に
即
し
て

-4-
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「
つ
な
０
」
こ
と
を
改
め
て
考
え
る
余
地
な
ど
な
い
程
に
一
体
化
し

て
い
た
よ
う
に
私
は
思
い
ま
す
。
武
田
に
と
っ
て
は
、
研
究
な
し
の

実
践
も
、
実
践
な
し
の
研
究
も
、
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ

な
ら
、
授
業

ｏ
実
践

・
研
究
の
深
ま
り
と
は
、

「
教
材
研

『
究
』
」

を
深
め
、
授
業
計
画
を

『
図
』
り
、
授
業
を
自
ら

『
生
』
き
、
授
業

体
験
を
自
ら

『
省
』
み
る
こ
と
、
つ
ま
り

「
究
―
図
―
生
―
省
」
の

螺
旋
階
段
を
、
徐
々
に
登

っ
て
行
く
こ
と
そ
の
も
の
だ

っ
た
か
ら
で

す

（稲
垣
忠
彦

・
柴
田
義
松

・
吉
田
章
宏

『
研
究
の
原
理
２
　
教
師

の
仕
事
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、三
二
一―
四
四
ベ
ー
ジ
）
。

実
践
そ
の
も
の
が
研
究
な
の
で
す
。

「授
業
の
機
微
」
に
鈍
感
な
実

践
者
に
、

「
研
究
す
る
」
や

「
つ
な
ぐ
」
が
、
ど
う
し
て
で
き
ま
し

ょ
う
。
優
れ
た
実
践
に
お
い
て
は
、

「
つ
な
ぐ
」
こ
と
な
ど
改
め
て

問
題
と
は
な
ら
な
い
程
に
、
深
く
豊
か
な
研
究
が

一
体
と
な
っ
て
い

て
、
そ
の
実
践
を
支
え
て
い
る
の
だ
、
と
私
は
思
う
の
で
す
。

「
わ
た
く
し
が
実
践
し
、
か
れ
／
か
の
し
ょ
が
研
究
し
、
わ
た
く

し
が
つ
な
ぐ
」
場
合

　
実
践
は
私
が
す
る
。
だ
が
、
「研
究
」
な
ど

と
い
う
も
の
は
、
私
は
苦
手
だ
。
だ
か
ら
、

「
私
の
実
践
」
を
、
研

究
者
で
あ
る

「
か
れ
／
か
の
じ
ょ
」
が
研
究
し
て
く
れ
て
、
私
は
、

で
す
。
結
局
、
私
の
研
究
は
、
趣
味
や
遊
び
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
実
践
研
究
は
学
会
で
は
容
易
に
は
認
め
て
も
ら
え
な
い
。
私
は

こ
ん
な
に
も
苦
労
し
て
い
る
の
に
。…
‥
、
と
い
？

」
と

に
な

り
ま

す
。

「
つ
な
ぐ
」
が
真
に
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
。
そ
の
答
え
を
確

か
に
掴
む
に
は
、
認
識
論

ｏ
学
問
論
的
省
察
の
媒
介
が
必
須
で
す
。

が
、
実
践
者
と
、　
一
夜
、
澄
ん
だ
素
直
な
心
で
語
り
明
か
せ
ば
、
案

外
、
鮮
明
に
見
え
て
く
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

「
か
れ
／
か
の
し
ょ
が
実
践
し
、
あ
な
た
が
研
究
し
、
わ
た
く
し

が
つ
な
ぐ
」
場
合
　
　
私
に
は
、
実
践
も
わ
か
る
、
そ
し
て
、
研
究

も
わ
か
る
、
だ
れ
も

「
つ
な
ぐ
」
こ
と
を
し
よ
う
と
し
な
い
。
じ
ゃ

あ
、
私
が
そ
の
橋
渡
し

・
通
訳
の
役
目
を
果
た
そ
う
か
。
私
の
通
訳

は
、
実
践
者
に
も
研
究
者
に
も
喜
ば
れ
る
、
そ
れ
が
、
私
の
喜
び
で

も
あ
る
。
だ
が
、
実
践
者
の
言
葉
と
研
究
者
の
言
葉
は
、
あ
ま
り
に

も
違
い
過
ぎ
る
。
通
訳
の
手
引
き
を
、
構
造
主
義
的
な

一
般
シ
ス
テ

ム
論

（
ベ
ル
タ
ラ
ン
フ
ィ
）
に
求
め
た
り
、
人
間
経
験
の
根
底
を
探

る
現
象
学
や
発
生
的
論
理
学

（
フ
ッ
サ
ー
ル
）
に
求

め
た
り
。
で

も
、

「
つ
な
ぐ
」
は
、
本
当
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
自
身
を
わ

か
る
た
め
に
、
私
だ
け
で
な
く
鏡
や
言
葉
や
他
者
が
必
要
な
の
と
同

じ
く
、
実
践
を
わ
か
る
た
め
に
、
実
践
か
ら

一
定
の
距
離
を
保
つ
研

究
も
必
要
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
践
を
対
象
と
す
る
研
究
が
、
実
は

そ
の
結
果
を
教
え
て
頂
こ
う
。
そ
れ
を

「
私
の
実
践
」
に
つ
な
げ
て

生
か
そ
う
。
で
も
、

「
っ
な
ぐ
」
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ

う
、
と
悩
む
実
践
者
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
「
つ
な
ぐ
」
が
成
功
し
て
、

実
践
に
生
か
さ
れ
る
例
も
稀
に
は
あ
り
得
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
研

究
者
の
研
究
が
客
観
的
科
学
的
方
法
に
よ
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
も
の

で
、
実
践
者
の
私
が
汗
水
な
が
し
て
苦
闘
し
て
い
る
日
々
の
土
臭
い

実
践
と
は
お
よ
そ
縁
が
無
い
な
ど
と
、
本
音
の
と
こ
ろ
で
密
か
に
感

じ
て
い
る
場
合
、
悩
み
は
、
深
刻
に
な
る
以
前
に
、
い
つ
し
か
忘
れ

去
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
、
私
を
悩
ま
せ
る
よ
う
な
研
究
報
告
な

ど
、
次
第
に
読
ま
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
よ
く
ぁ
る
こ
と
で
す
。

「
か
れ
／
か
の
し
ょ
が
実
践
し
、
わ
た
く
し
が
研
究
し
、
わ
た
く

し
が
つ
な
ぐ
」
場
合
　
　
私
は
、
実
践
に
貢
献
す
る
研
究
を
す
る
の

だ
。
そ
う
考
え
て
、
実
践
を
、
大
学
院
な
ど
で
学
ん
だ
最
新
の
科
学

的
客
観
的
方
法
で
研
究
し
、
新
し
い
実
践
研
究
の
創
造
に
情
熱
と
誇

り
を
抱
く
。
実
践
に
貢
献
す
る
と
い
う
目
標
達
成
に
は

「
っ
な
ぐ
」

が
今
は
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
も
私
が
し
な
き

ゃ
な
ら
な
い
。
で
も
、

相
手
の
か
れ
／
か
の
じ
ょ
は

「
つ
な
ぐ
」
に
関
心
を
も
た
な
い
。
研

究
の
意
義
が
分
か
ら
な
い
の
か
、
も

っ
と
易
し
く
噛
み
砕
い
て
説
明

す
べ
き
な
の
か
。
で
、
悩
む
。
こ
の
悩
み
は
、
当
の
私
が
真
面
日
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
深
刻
で
す
。
貢
献
へ
の
道
が
見
え
て
来
な
い
か
ら

あ
く
ま
で

「
研
究
の
た
め
の
研
究
」
に
過
ぎ

な

い
場
合
、

「
つ
な

ぐ
」
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
と
分
か
る
こ
と
に
な
る
場
合
も
有
り
得

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
実
践
の
人
間
的
脈
絡
と
研

究
の
そ
れ
と
の
間
の
差
異
が
大
き
過
ぎ
る
か
ら
で
す
。

「
つ
な
ぐ
」

を
目
指
す
努
力
が
徒
労
に
終
わ
る
場
合
も
あ
る
の
で
す
。
そ
う
し
た

事
柄
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
東
西
の
医
学
の
差
異
を
巧
み
に
描
い

て
い
る
、
松
下
表
『
絵
本
　
東
の
医
学

ｏ
西
の
医
学
』
川
島
書
店
、

一
九
八
八
年
、
は
参
考
に
な
る
で
し
ま
つ
。
自
然
科
学
的
生

理
学

と
人
間
学
的
生
理
学
の
差
異
を
、
学

問

的

に
論
じ
た
、
ポ
イ
テ
ン

デ
ッ
ク
の

「
人
間
学
的
生
理
学
へ
の
序
論
」
”

い
」。
”
ｃ
稗
ｏ
口
０
中警

「
『
ｏ
中０
”
Ｏ
ヨ
ｏ
口
”

け
ｏ
　
”
●
　
＞
●
計

，
『
ｏ
ｏ
ｏ
】ｏ
ｍ
一０
”
【　
”
コ
ヽ
ｏ
一ｏ
】Ｏ
ｍ
く
ｏ

∪
ｓ
ｏ
ｃ
８
●
ｏ
Ｃ
”

Ｈ鶏
卜
も
、
ご
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

人
の
一
生
の
時
間
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ

が
、

「
実

践
」
、

「
研
究
」
、

「
つ
な
ぐ
」
の
何
処
に
自
ら
の
力
と
時
間
を
ど

う
注
い
で
生
き
る
か
を
研
究
し
て

「
生
き
る
」
こ
と
は
、
と
て
も
大

切
な
こ
と
だ
、
と
私
は
思
い
ま
す
。

（教
育
学
部
教
授
・
東
京
大
学
名
誉
教
授
　
教
育
心
理
学
）
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