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富
田
一
彦

著

『
試
験
勉
強
と
い
う
名
の
知
的
冒
険
』

(

大
和
書
房)

［
近
日
入
荷
予
定
］

本
当
は
人
に
知
ら
せ
ず
密
か
に
愛

読
し
た
い
類
の
本
が
こ
れ
。
筆
者
は

知
る
人
ぞ
知
る
受
験
英
語
指
導
の
第

一
人
者
。
勢
い
実
用
書
・
参
考
書
ま

が
い
か
と
思
い
き
や
、
ど
っ
こ
い
極

め
て
質
の
高
い
知
的
読
み
物
で
あ
る
。

し
か
も
、
生
徒
（
そ
し
て
教
師
も
）

の
「
そ
こ
が
知
り
た
い
」
と
い
う
所

を
見
事
に
語
り
つ
く
し
て
い
る
。
著

者
は
私
の
一
つ
上
の
現
役
教
師
。
一

体
全
体
英
語
の
問
題
が
、
ど
う
作
ら

れ
、
仕
掛
け
は
ど
こ
に
あ
り
、
生
徒

が
何
に
弱
い
か
知
り
尽
く
し
て
い
る
。

そ
ん
な
「
手
の
内
」
を
堂
々
と
紹
介

す
る
の
は
超
弩
級
の
実
力
の
あ
る
証

拠
だ
。
生
徒
諸
君
は
、
肩
を
張
ら
ず

に
、
約
二
五
〇
頁
に
散
り
ば
め
ら
れ

た
例
題
を
ど
れ
か
ら
で
も
い
い
か
ら

解
い
て
み
て
ほ
し
い
。
長
々
し
い
も

の
は
無
く
、
そ
れ
で
い
て
後
続
の
説

明
に
対
応
す
る
論
点
は
き
ち
ん
と
備

え
て
い
る
問
題
ば
か
り
。
筆
者
の
解

説
は
、「
あ
っ
ぱ
れ
」
と
言
い
た
く
な

る
も
の
。
お
そ
ら
く
し
ゃ
べ
ら
せ
て

も
聞
き
手
を
う
な
ら
せ
る
に
違
い
な

い
。
そ
う
か
と
思
う
と
、「
く
だ
ら
な

い
話
を
し
ま
す
よ
」
と
繰
り
返
し
つ

つ
、「
新
大
阪
を
出
た
新
幹
線
は
東
京

に
行
く
か
博
多
に
行
く

か
？
」
な
ん
て
問
題
も
扱

う
茶
目
っ
気
の
持
ち
主
。

な
ん
と
恐
る
べ
し
。
自
分

の
名
前
を
そ
の
名
に
充
て

た
単
語
集
「
と
み
単
」
は
、

名
前
の
ヒ
ョ
ウ
キ
ン
さ
に

似
合
わ
ず
、
類
書
に
無
い

素
晴
ら
し
さ
だ
。
同
業
者
と
し
て
も
、

拍
手
を
送
り
た
く
な
る
。
前
著
と
と

も
に
、
北
野
生
が
読
ん
で
、
即
実
践

に
移
せ
る
ネ
タ
が
縦
横
無
尽
だ
。
私

は
教
師
だ
が
、
す
で
に
そ
の
「
実
践
」

を
始
め
て
い
る
。
な
お
、
北
野
生
が

手
に
取
り
や
す
い
よ
う
、
近
日
購
入

リ
ク
エ
ス
ト
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

村
上
春
樹

著

『
夢
を
見
る
た
め
に
毎
朝
僕
は
目
覚

め
る
の
で
す

村
上
春
樹
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
集1

9
9
7
－

2
0
0
9

』

(

文
藝
春
秋)

［
９
１
０
／
Ｍ
５
１
／
１
］

皆
さ
ん
ご
存
じ
の
通
り
ノ
ー
ベ
ル

文
学
賞
発
表
前
の
期
待
感
が
年
々
膨

ら
む
作
家
で
す
が
、
メ
デ
ィ
ア
へ
の

読 書 案 内

露
出
度
は
非
常
に
低
く
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
メ
ジ
ャ
ー
な
人
気
を
誇
る
不

思
議
な
存
在
で
す
。
そ
ん
な
作
家
の

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
集
め
た
の
が

18本
書
。
う
ち

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は

12

海
外
の
メ
デ
ィ
ア
に
向
け
た
も
の
で
、

翻
訳
も
多
く
手
が
け
る
村
上
春
樹
が

通
訳
を
介
さ
ず
受
け
答
え
し
自
ら
日

本
語
に
訳
し
直
し
て
い
る
の
で
、
発

言
は

％
彼
の
言
葉
と
い
っ
て
い
い

100

で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
小
説
を
読
む
の
が
一
番

面
白
い
の
で
す
が
、
平
易
か
つ
ロ
ジ

カ
ル
な
文
章
を
積
み
上
げ
思
い
が
け

な
い
世
界
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る

（
そ
し
て
そ
の
ま
ま
置
き
去
り
に
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
）
村
上
ワ
ー
ル
ド

を
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
す
か
ら
現
実

世
界
に
い
な
が
ら
に
し
て
味
わ
う
こ

と
が
で
き
る
の
は
読
者
に
と
っ
て
魅

力
的
。
村
上
曰
く
、
そ
の
「
思
い
が

け
な
い
世
界
」
は
誰
も
が
持
つ
想
像

世
界
で
あ
り
無
意
識
下
の
形
而
上
学

的
な
世
界
だ
け
れ
ど
、
誰
も
が
自
由

に
行
き
来
で
き
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。

小
説
家
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
空
間

に
自
在
に
行
っ
て
帰
っ
て
こ
ら
れ
る

技
術
を
持
つ
人
間
な
の
だ
と
の
こ
と
。

作
品
に
対
す
る
姿
勢
を
慎
重
に
言
葉

を
選
び
語
る
様
子
は
読
者
に
対
す
る

彼
の
姿
勢
の
現
れ
で
も
あ
り
、
文
学

を
こ
ん
な
風
に
真
摯
に
、
時
に
は
ユ

ー
モ
ラ
ス
に
説
明
し
て
く
れ
る
作
家

が
い
る
こ
と
に
嬉
し
く
な
り
ま
す
が

「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
集
」
な
の
で
同
じ

話
が
重
複
す
る
こ
と
と
、
話
に
出
て

く
る
小
説
を
全
部
読
み
返
さ
ず
に
は

い
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
や
や
難
点
。

中
島
敦

著

『
山
月
記
』

(

新
潮
文
庫)

［
９
１
３
／
Ｎ
３
／
２
］

山
月
記
は
中
島
敦
が
「
文
学
界
」

に
発
表
し
た
小
説
で
あ
る
。

主
人
公
の
李
徴
は
、
エ
リ
ー
ト
官

僚
で
若
く
し
て
出
世
し
た
が
、
彼
は
、

死
後
に
残
る
名
声
を
求
め
て
官
僚
を

辞
め
、
詩
作
に
励
ん
だ
が
、
人
々
の

批
評
に
傷
つ
く
こ
と
を
恐
れ
た
た
め

か
、
詩
家
と
し
て
の
名
声
は
得
ら
れ

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
再
び
地
方
の

役
人
に
な
っ
た
が
、
官
僚
時
代
の
部

下
が
上
司
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
自

尊
心
の
高
い
李
徴
は
耐
え
ら
れ
ず
、

行
方
不
明
に
な
っ
た
。

あ
る
日
、
李
徴
の
友
人
が
、
虎
に

な
っ
た
李
徴
に
出
会
う
。
李
徴
は
友

人
に
、
人
間
だ
っ
た
時
に
尊
大
だ
っ

た
の
は
、
臆
病
と
羞
恥
心
の
表
れ
で

あ
っ
た
こ
と
を
言
い
ま
す
。
自
分
は

文
学
に
対
し
て
才
能
が
な
い
と
気
づ

く
の
を
恐
れ
て
本
気
で
し
な
か
っ
た

し
、
ま
た
自
分
の
才
能
を
過
信
す
る

あ
ま
り
人
と
交
流
し
な
か
っ
た
と
言

い
ま
し
た
。
で
も
李
徴
は
、
虎
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
今
、
才
能
を
絶
え
間

な
く
磨
き
努
力
す
れ
ば
、
も
し
か
し

た
ら
有
名
な
詩
家
に
な
れ
た
か
も
し

れ
な
い
と
後
悔
し
て
い
ま
し
た
。

時
に
人
間
は
決
断
に
迫
ら
れ｢

悟

る｣

場
面
が
あ
り
ま
す
。｢

悟
る｣

と
は
、

自
分
自
身
を
客
観
的
に
分
析
す
る
こ

と
で
す
。
で
も
、
こ
れ
が
難
し
い
。

な
ぜ
な
ら｢

自
尊
心｣

が
邪
魔
を
す
る

か
ら
で
す
。｢

自
尊
心｣

は
人
間
に
と

っ
て
大
切
で
す
が
、
山
月
記
の
李
徴

の
よ
う
に
、
時
に
は
邪
魔
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

逆
境
の
時
は
、｢

自
尊
心｣

を
忘
れ

ず
に
前
に
進
み
、
慢
心
し
た
時
は｢

自

尊
心｣

を
捨
て
、
謙
虚
で
、
初
心
を
忘

れ
ず
、
日
頃
か
ら
、
努
力
を
怠
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
、
自

分
ら
し
く
、
か
け
が
え
の
な
い
人
生

を
歩
み
た
い
と
、
こ
の
作
品
を
読
み
、

私
は
感
じ
ま
し
た
。
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( 2 )

河
野
裕
子

著

『
桜
花
の
記
憶
―
河
野
裕
子
エ
ッ
セ

イ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』(

中
央
公
論
新
社)

［
９
１
４
／
Ｋ
５
９
／
１
］

《
た
と
へ
ば
君
ガ
サ
ッ
と
落
葉
す
く

ふ
や
う
に
私
を
さ
ら
つ
て
行
つ
て
は

く
れ
ぬ
か
》

私
が
河
野
裕
子
を
知
っ
た
の
は
、

こ
の
一
首
に
よ
っ
て
で
し
た
。「
君
」

と
呼
ば
れ
る
の
は
、
歌
人
に
し
て
生

物
学
者
で
も
あ
る
夫
・
永
田
和
宏
で

す
。
河
野
自
身
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

こ
の
夫
婦
が
ま
た
、
素
敵
。

本
書
で
は
河
野
二
十
七
歳
の
頃
か

ら
、
乳
癌
で
亡
く
な
る
直
前
の
六
十

四
歳
ま
で
の
エ
ッ
セ
イ
が
集
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
長
年
の
記
事
に
通
底
す

る
の
は
、「
生
き
る
」
こ
と
の
麗
し
さ

と
酷
さ
、
そ
の
両
者
を
ひ
っ
く
る
め

て
し
ま
う
「
寛
（
ゆ
た
）
け
さ
」
で

す
。本

書
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
河
野

の
辞
世
歌
は
、

《
手
を
の
べ
て
あ
な
た
と
あ
な
た
に

触
れ
た
き
に
息
が
足
り
な
い
こ
の
世

の
息
が
》

死
の
床
で
、
絶
え
絶
え
の
声
で
紡
ぎ

出
さ
れ
た
一
首
は
、
夫
や
子
ら
の
手

に
よ
り
こ
の
世
に
記
し
留
め
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
の
ち
夫
・
永
田
和
宏
が

詠
ん
だ
、

《
わ
た
く
し
は
死
ん
で
は
い
け
な
い

わ
た
く
し
が
死
ぬ
と
き
あ
な
た
が
ほ

ん
た
う
に
死
ぬ
》

こ
の
永
田
の
一
首
と
、

《
生
き
て
い
る
間
は
、
自
分
の
死
は

ひ
と
り
自
分
だ
け
の
も
の
な
の
だ
が
、

死
ん
で
し
ま
っ
た
瞬
間
か
ら
、
死
は

自
分
の
も
の
で
は
な
く
な
る
か
ら
で

あ
る
。
》（
本
書
「
私
の
墓
は
？
」）

と
い
う
河
野
の
生
前
の
言
葉
と
は
、

奇
妙
に
符
合
し
ま
す
。

う
む
、
や
っ
ぱ
り
素
敵
夫
婦
。
こ

ん
な
家
庭
を
築
け
た
ら
え
ぇ
な
ぁ
。
。。

短
歌
、
そ
し
て
エ
ッ
セ
イ
と
い
う

手
法
で
一
瞬
一
瞬
の
「
生
」
を
切
り

取
っ
た
河
野
裕
子
を
、
皆
さ
ん
の
若

い
感
性
が
ど
う
捉
え
る
の
か
、
と
て

も
興
味
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
今
、

手
に
と
っ
て
ほ
し
い
一
冊
で
す
。

神
谷
美
恵
子

著

『
生
き
が
い
に
つ
い
て
』

(

み
す
ず
書
房)

［
４
９
３
／
Ｋ
１
１
／
１
］

神
谷
美
恵
子
（
１
９
１
４－

７
９
）

さ
ん
は
、
津
田
英
学
塾
卒
業
後
間
も

な
く
肺
結
核
に
か
か
り
、
主
に
山
の

中
で
何
年
か
療
養
生
活
を
送
り
ま
し

た
。
当
時
は
結
核
の
い
い
療
法
が
な

か
っ
た
の
で
、
若
く
し
て
逝
っ
た
人

が
多
か
っ
た
中
、
彼
女
は
癒
さ
れ
、

な
ぜ
自
分
だ
け
が
と
い
う
負
い
目
が

ず
っ
と
心
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。
彼
女
が
初
め
て
ハ
ン
セ
ン

病
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、
津
田
英

学
塾
二
年
の
と
き
で
、
叔
父
と
多
摩

全
生
園
を
訪
れ
た
と
き
で
し
た
。
そ

の
と
き
に
、
将
来
は
看
護
婦
か
医
者

に
な
り
た
い
と
考
え
た
が
、
周
囲
の

反
対
と
自
身
の
病
気
の
た
め
な
か
な

か
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
大
学
院
で
古
典

文
学
を
専
攻
。
し
か
し
、
途
中
で
父

親
の
許
し
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
医

科
へ
の
転
向
を
果
た
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

こ
の
本
は
、
彼
女
が
ハ
ン
セ
ン
病

患
者
の
生
活
す
る
長
島
愛
生
園
の
精

神
科
で
勤
務
し
、
生
き
が
い
を
喪
失

し
た
多
く
の
人
達
と
関
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
経
験
を
も
と
に
書
か
れ
て
い

ま
す
。
少
し
専
門
的
な
と
こ
ろ
も
あ

る
の
で
す
が
、
と
て
も
胸
に
落
ち
迫

る
本
で
す
。

最
後
の
章
で
、
彼
女
は
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
ま
す
。

『
人
間
の
存
在
意
義
は
、
そ
の
利
用

価
値
や
有
用
性
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
。
野
に
咲
く
花
の
よ
う
に
、
た
だ

「
無
償
に
」
存
在
し
て
い
る
ひ
と
も
、

大
き
な
立
場
か
ら
み
た
ら
存
在
理
由

が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

自
分
の
眼
に
自
分
の
存
在

の
意
味
が
感
じ
ら
れ
な
い

ひ
と
、
他
人
の
眼
に
も
み

と
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
ひ

と
で
も
、
私
た
ち
と
同
じ

生
を
う
け
た
同
胞
な
の
で

あ
る
。
も
し
彼
ら
の
存
在

意
義
が
問
題
に
な
る
な
ら
、
ま
ず
自

分
の
、
そ
し
て
人
類
全
体
の
存
在
意

義
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。』

井
上
太
郎

著

『
ハ
イ
ド
ン

１
０
６
の
交
響
曲
を

聴
く
』

(

春
秋
社)

［
近
日
入
荷
予
定
］

ハ
イ
ド
ン
の
交
響
曲
は

一
般
に
１
０
４
曲
と
さ
れ

る
が
、
本
書
は
そ
れ
に
初

期
の
２
曲
を
加
え
た
１
０

６
曲
に
解
説
を
加
え
て
い

る
。
一
曲
あ
た
り
１
～
３

ペ
ー
ジ
で
ま
と
め
ら
れ
て

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
の

特
徴
を
つ
か
む
の
に
便
利

で
あ
る

ハ
イ
ド
ン
の
交
響
曲
は

読 書 案 内

発
表
当
時
か
ら
人
気
が
高
く
、
１
０

６
曲
の
う
ち
２
８
曲
も
の
作
品
に
ニ

ッ
ク
ネ
ー
ム
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
（
こ

の
う
ち
ハ
イ
ド
ン
自
身
が
つ
け
た
の

は
３
曲
の
み
）。「
驚
愕
」「
軍
隊
」「
時

計
」
な
ど
有
名
な
曲
以
外
に
も
楽
し

い
作
品
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
ド
ン
の
交
響
曲
全
集
は
二
種

類
（
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
指
揮
と
ド
ラ
テ

ィ
指
揮
と
）
が
Ｃ
Ｄ
で
出
て
い
る
。

実
際
に
曲
を
聞
き
な
が
ら
本
書
を
読

む
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。

１
０
６
曲
も
聴
く
の
は
大
変
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
ハ
イ
ド
ン
の
曲

は
聞
き
や
す
く
楽
し
い
曲
が
多
い
の

で
全
く
苦
に
な
ら
な
い
。

日
本
に
お
け
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
、

特
に
交
響
曲
の
受
容
は
、
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
以
後
の
深
刻
・
壮
大
な
も
の

を
中
心
と
し
て
き
て
い
て
、
交
響
曲

の
父
ハ
イ
ド
ン
の
遺
産
の
大
部
分
は

そ
こ
か
ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
ま
で
主
に
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
に

つ
い
て
多
く
の
本
を
執
筆
し
て
き
た

著
者
が
本
書
を
著
し
た
理
由
は
、
ハ

イ
ド
ン
没
後
二
百
年
に
な
る
の
に
日

本
語
で
書
か
れ
た
ハ
イ
ド
ン
の
全
交

響
曲
の
解
説
書
が
１
冊
も
な
い
不
自

然
さ
に
気
付
い
た
た
め
だ
と
い
う
。

パ
パ
ハ
イ
ド
ン
と
呼
ば
れ
て
親
し

ま
れ
た
「

交
響
曲
の
父
」

ハ
イ
ド
ン
の

曲
に
親
し
む
の
に
恰
好
の
本
で
あ
る
。
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