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巻
頭
言　

知
の
つ
ら
な
り
へ

聖
学
院
大
学
学
長　
　

清　

水　

正　

之

学
知
の
あ
り
方
と
制
度
と
は
深
く
関
係
が
あ
る
。
そ
う
し
た
認
識
が
現
代
に
お
い
て
広
く
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
、
学
知
と
権
力
の
関
係
を
剔
抉
し
た
脱
構
築
的
な
発
想
と
、
そ
れ
ら
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
う
け
た
現
代
の
諸

思
想
、
環
境
保
護
思
想
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
思
想
な
ど
の
い
わ
ば
知
的
成
果
の
一
面
と
い
っ
て
よ
い
。

最
近
、
新
聞
・
雑
誌
等
で
、
人
文
系
・
社
会
系
・
教
育
系
の
学
部
の
再
編
や
縮
小
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
記
事
や
特

集
が
、
眼
に
触
れ
る
機
会
が
増
え
た
。
現
代
の
学
問
研
究
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
社
会
工
学
的
手
法
と
処
理
を
合
理
的
に

む
す
び
つ
け
る
知
の
動
向
を
背
景
に
、
人
文
社
会
系
や
教
育
系
が
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
し
て
否
定
的
に
語
ら
れ

る
議
論
が
根
深
く
行
わ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
へ
の
対
抗
的
議
論
が
盛
ん
と
な
っ
た
こ
と
と
深
く
絡
ん
で
い
る
。

そ
の
事
象
に
は
、
近
々
の
現
象
と
し
て
は
、
国
家
の
高
等
教
育
政
策
の
動
向
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
遡
れ
ば
、
近
々

で
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
八
日
に
発
出
さ
れ
た
文
科
省
通
達
が
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
で
あ
る
。「
特
に
教
員
養
成
系
や

人
文
社
会
科
学
系
の
学
部
・
大
学
院
に
つ
い
て
は
、
組
織
の
廃
止
や
社
会
的
要
請
の
高
い
分
野
へ
の
転
換
に
積
極
的
に

取
り
組
む
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
の
通
達
は
、
二
〇
一
六
年
度
か
ら
始
ま
る
国
立
大
学
第
3
期
中
期
目
標
を
作
成
す
る

際
の
留
意
点
を
伝
え
、
各
国
立
大
学
に
こ
う
求
め
た
。
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各
層
で
そ
の
反
対
の
声
が
上
が
っ
た
が
、
他
方
で
そ
れ
を
良
し
と
し
支
持
す
る
声
も
経
済
界
や
産
業
界
で
あ
っ
た
。

今
年
二
〇
二
二
年
一
〇
月
の
首
相
の
所
信
表
明
演
説
で
は
、「
文
理
の
枠
を
超
え
て
行
う
、
成
長
分
野
へ
の
大
学
等
の

学
部
再
編
促
進
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
そ
の
通
達
の
趣
旨
と
ま
さ
に
一
直
線
に
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
近
々
の

動
向
を
背
景
に
、
人
文
社
会
系
の
危
機
と
そ
の
対
応
を
訴
え
る
声
も
さ
ら
に
高
ま
り
、
新
聞
雑
誌
記
事
で
も
し
ば
し
ば

見
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

高
等
教
育
政
策
の
動
向
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
私
学
に
も
甚
大
な
影
響
が
あ
る
。
人
文
科
学
・
社
会
科
学
の
危
機
と

は
、
大
学
研
究
制
度
の
中
に
い
る
も
の
と
し
て
は
、
ま
さ
に
当
事
者
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
問
題
に
自
ら
関
心
を
持

ち
、
解
決
の
方
向
を
定
め
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
問
い
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
最
近
目
に
つ
い
た

新
聞
記
事
か
ら
、
二
つ
取
り
上
げ
よ
う
。

ひ
と
つ
は
文
学
批
評
理
論
か
ら
の
感
想
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
典
型
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
は
、
最
近
の

ニ
ュ
ー
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
動
向
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
を
の
べ
て
い
る
。
人
文
学
が
、
い
わ
ば
言
説
に

含
ま
れ
た
背
後
の
意
図
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
暴
く
側
に
ま
わ
っ
て
き
た
と
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
し
か
し
現
代

で
は
、
政
治
家
が
何
の
論
証
も
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
偏
見
を
言
葉
に
し
、
ま
た
い
わ
ば
政
治
的
な
右
派
が
「
陰
謀
論
」

を
軽
々
し
く
口
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
日
常
化
し
、
事
柄
や
言
説
の
真
相
に
含
ま
れ
る
も
の
を
い
わ
ば
「
暴
く
」
こ
と

を
手
法
と
し
て
き
た
、
そ
の
旧
来
の
「
批
評
」
の
機
能
が
い
わ
ば
無
意
味
化
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（「
見

聞
録
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
二
年
三
月
一
九
日
朝
刊
）。

人
文
知
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
批
判
を
人
文
学
の
方
法
の
問
題
と
し
て
、
正
面
か
ら
受
け
た
典
型
的
な
論
評
で
あ
る
。

ま
た
他
の
記
事
で
は
、
自
ら
の
専
門
が
社
会
学
で
あ
る
の
か
、
歴
史
学
か
と
い
う
惑
い
の
な
か
で
、
研
究
者
と
し
て
の

歩
み
を
す
す
め
て
き
た
経
歴
を
た
ど
る
も
の
も
あ
っ
た
。
人
文
知
な
る
も
の
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ど
の
領
域
に
求
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め
る
か
、
こ
れ
も
人
文
社
会
的
知
の
只
中
に
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
当
事
者
と
し
て
の
問
題
で
あ
る
（「
始

ま
り
の
一
冊
」『
読
売
新
聞
』
二
〇
二
二
年
六
月
一
九
日
）。

こ
う
し
た
人
文
知
・
人
文
社
会
的
知
へ
の
批
判
が
目
に
つ
く
一
方
で
、
人
文
知
の
重
要
性
を
説
く
声
も
高
ま
っ
て
い

る
。
人
文
学
・
人
文
知
の
必
要
を
と
な
え
る
の
は
、
単
に
人
文
学
の
渦
中
に
あ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
、
最
近
出
版
さ

れ
た
書
籍
・
論
文
を
み
て
も
、
そ
れ
は
隣
接
の
社
会
科
学
か
ら
、
ま
た
理
系
か
ら
も
人
文
知
の
必
要
性
を
説
く
声
が
上

が
る
。
こ
の
傾
向
は
、
人
文
知
な
る
も
の
が
、
学
問
研
究
の
基
底
に
あ
っ
て
、
あ
え
て
い
え
ば
、
学
問
一
般
を
支
え
る

「
人
間
理
解
」
の
方
法
の
核
心
に
関
わ
り
、「
人
間
知
」
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
事
柄
の
本
質
は
、
現
代
日
本
の
文
科
省
の
方
針
の
高
等
教
育
政
策
の
問
題
に
限
定
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
国
の
教
育
政
策
と
い
う
狭
い
視
点
に
限
れ
ば
、
ま
ず
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
の
大
学
改
革
の
流
れ
、

と
り
わ
け
、
一
般
的
に
教
養
課
程
の
解
体
と
い
う
、
大
綱
化
と
称
さ
れ
る
政
策
に
ま
で
遡
る
。

し
か
し
よ
り
大
き
な
視
点
か
ら
こ
の
事
象
を
考
え
る
な
ら
ば
、
近
代
社
会
に
お
け
る
大
学
と
い
う
制
度
自
体
の
問
題

で
も
あ
る
。
筆
者
は
、
最
初
は
国
立
の
人
文
学
部
に
所
属
し
、
そ
の
後
移
籍
し
た
私
立
の
前
任
校
で
は
工
学
部
に
所
属

し
て
い
た
。
こ
れ
は
現
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
問
題
を
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
こ
と
に
よ
る
選
択
で
あ
っ
た

が
、
所
属
と
と
も
に
、
工
学
系
と
人
文
系
が
連
携
す
る
活
動
を
す
る
学
会
に
関
わ
り
、
学
会
誌
や
研
究
会
を
つ
み
か
さ

ね
て
き
た
。
そ
の
当
時
、
工
学
系
の
研
究
者
か
ら
は
、
将
来
大
学
に
十
の
学
部
が
あ
れ
ば
、
そ
の
う
ち
九
ま
で
は
、
工

学
系
・
社
会
工
学
系
と
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
方
を
よ
く
聞
い
て
い
た
。
実
際
に
国
家
の
予
算
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ

ば
今
す
で
に
そ
う
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
工
学
系
の
研
究
者
は
、
む
し
ろ
人
間
的
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
技
術
に
ど

の
よ
う
に
生
か
す
か
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
海
外
へ
の
技
術
移
転
の
際
の
異
文
化
理
解
の
重

要
性
に
気
付
い
て
お
り
、
そ
れ
な
り
の
問
題
意
識
を
持
ち
、
人
文
ま
た
そ
れ
を
中
核
と
す
る
教
養
教
育
に
切
実
な
関
心
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と
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

工
学
部
が
欧
州
で
は
総
合
大
学
の
な
か
に
な
く
、
工
科
大
学
と
し
て
別
組
織
と
な
っ
て
い
る
。
知
の
制
度
の
な
か

で
、「
技
術
」
と
そ
れ
を
扱
う
人
を
下
位
の
階
層
と
み
な
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ス
タ

ン
フ
ォ
ー
ド
大
が
最
初
に
工
学
部
を
設
置
し
た
と
さ
れ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
思
想
の
ひ
と
つ
の
現

実
態
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
自
然
科
学
に
お
い
て
基
礎
研
究
か
ら
応
用
研
究
へ
、
資
金
が
投
下
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
、
欧

米
そ
し
て
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
地
域
的
な
差
異
は
あ
る
が
、
世
界
的
に
、
人
文
科
学
の
無
用
論
や
予
算
措
置
上
の
冷

遇
の
問
題
が
い
わ
れ
て
ひ
さ
し
い
。

こ
う
し
た
な
か
で
総
合
研
究
所
が
歩
む
方
向
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
聖
学
院
大

学
総
合
研
究
所
は
す
べ
て
の
学
部
、
大
学
院
を
束
ね
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
成
果
の
中
核
は
神
学
を
ふ
く
め
、

「
人
文
学
」
と
「
社
会
科
学
」
に
従
来
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

存
在
の
様
態
を
考
え
る
学
問
と
、
結
果
と
功
利
を
求
め
る
行
為
と
そ
の
研
究
と
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
ま
す
ま
す
乖
離

す
る
。
時
代
は
、
知
と
実
践
が
工
学
的
な
意
味
で
、
一
致
す
る
よ
う
な
あ
り
方
に
傾
斜
し
て
い
る
。
私
ご
と
に
な
る

が
、
私
自
身
は
、
倫
理
学
を
地
盤
と
し
つ
つ
、
倫
理
学
的
視
点
か
ら
日
本
の
思
想
史
に
関
心
を
持
ち
、
他
方
で
ド
イ
ツ

文
献
学
解
釈
学
に
一
貫
し
て
方
法
論
的
根
拠
を
探
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
私
自
身
の
持
ち
場
か
ら
の
狭
い
視
点
で
は
あ

る
が
、
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
ー
ク
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
へ
の
流
れ
の
考
察
は
、
ひ
と
つ
の
課
題
だ
っ

た
。
ベ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
な
が
ら
く
、
日
本
の
思
想
史
研
究
者
に
と
っ
て
、
明
治
以
来
の
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
聖
学
院
大
学
に
お
ら
れ
た
安
酸
敏
眞
先
生
の
ベ
ー
ク
の
翻
訳
（『
解
釈
学
と
批
判
――
古
典
文
献
学
の
精
髄
』

知
泉
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
は
、
そ
の
精
緻
な
お
仕
事
ぶ
り
と
合
い
ま
っ
て
、
学
界
に
と
っ
て
お
お
い
に
重
要
な
お
仕

事
で
あ
る
。
こ
の
件
に
限
ら
ず
、
総
合
研
究
所
の
諸
先
輩
の
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
の
学
問
論
に
つ
い
て
の
業
績
に
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裨
益
さ
れ
る
も
の
は
多
い
。

一
九
世
紀
に
、
ド
イ
ツ
で
学
問
論
が
盛
ん
だ
っ
た
背
景
に
新
カ
ン
ト
派
の
問
題
意
識
が
あ
り
、
法
則
記
述
型
の
自
然

科
学
と
個
性
記
述
型
の
人
文
科
学
（
精
神
科
学
）
と
い
う
把
握
の
類
型
論
が
あ
っ
た
。
そ
の
捉
え
直
し
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
が
、
自
然
科
学
的
方
法
に
人
文
科
学
を
対
抗
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
問
題
の
立
て
方
は
す
で
に
な
り
た
た
な

い
。
現
代
の
課
題
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
・
二
〇
世
紀
の
問
題
の
埒
を
踏
み
越
え
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

現
代
で
は
あ
ら
た
め
て
、
現
代
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
新
た
な
学
問
論
・
認
識
論
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
課

題
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
た
と
え
ば
、
人
文
知
が
宗
教
性
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
へ
の
世
界
的
理
解
の
深
ま
り

が
あ
る
。
神
学
や
西
洋
哲
学
史
で
は
そ
れ
は
当
然
と
う
け
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
ジ
ア
の
諸
学
に
お
い
て
も
そ
う
い

え
る
。
総
合
研
究
所
は
そ
う
し
た
人
類
通
有
の
問
題
に
関
わ
る
場
所
で
あ
っ
た
し
、
今
後
も
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

総
合
研
究
所
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
諸
先
輩
の
思
索
の
つ
ら
な
り
の
な
か
に
今
が
あ
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
意
識
す

る
。
知
の
つ
ら
な
り
の
あ
る
こ
と
の
不
思
議
さ
と
意
義
に
思
い
を
凝
ら
す
こ
と
は
、
現
代
の
喫
緊
の
課
題
に
と
っ
て
迂

遠
と
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
知
の
つ
ら
な
り
と
そ
の
自
覚
こ
そ
、
私
た
ち
自
身
の
さ
さ
や
か
な
持
ち
場
で

の
、
広
義
の
人
文
知
の
復
権
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
い
た
い
。


