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私
は
大
学
で
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
基
礎
研
究
を
し
て

い
る
が
、
科
学
研
究
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て

い
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
本
来
、「
科
学
」
は
、
純
粋
に

興
味
・
好
奇
心
の
充
足
を
目
的
と
す
る
知
的
営
み
で
あ

り
、
こ
の
知
の
挑
戦
は
や
が
て
、
大
学
を
場
と
し
た
学
問

の
自
由
と
い
う
知
の
普
遍
性
・
善
性
に
価
値
を
置
く
20
世

紀
的
な
エ
ー
ト
ス
と
し
て
結
実
し
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

や
湯
川
秀
樹
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
科
学
者
は
、
社
会
か
ら

独
特
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
方
で
、
こ

う
し
た
科
学
の
営
み
は
、
科
学
史
家
か
ら
は
社
会
に
対
す

る
無
責
任
体
制
と
総
括
さ
れ
る
一
面
を
も
っ
て
い
た
。
つ

ま
り
知
的
情
報
や
議
論
が
専
門
家
ど
う
し
の
中
で
完
結
し

（
論
文
のpeer review

＝
査
読
制
度
、
専
門
家
集
団
内
で
の
議

論
：
学
会
）、
そ
の
成
果
の
社
会
的
影
響
に
は
関
知
し
な

か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
20
世
紀
半
ば
に
新
し
い
タ
イ
プ
の
科
学

が
出
現
し
た
。「
目
的
の
達
成
の
た
め
に
研
究
費
を
出
す
」

が
、「
請
け
負
っ
た
研
究
者
は
結
果
を
求
め
ら
れ
る
」
と

い
う
契
約
型
（
使
命
達
成
型
）
の
科
学
で
あ
る
。
こ
う
し

た
国
家
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
し
て
主
導
す
る
科
学
研
究

（
例
：
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
や
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
な
ど
）
で
は
、
そ
の

成
果
を
見
え
る
形
で
社
会
還
元
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、

時
に
研
究
者
の
純
粋
な
興
味
や
意
識
の
変
容
を
も
た
ら
す

が
、
新
し
い
科
学
は
現
在
、
大
学
や
研
究
機
関
の
隅
々
に

ま
で
浸
透
し
て
き
て
い
る
。

　

古
典
的
な
科
学
は
、
知
の
普
遍
性
と
知
の
共
有
に
お
け

る
平
等
性
を
担
保
し
、
健
全
な
懐
疑
主
義
に
よ
り
探
求
を

続
け
る
。
し
か
し
、
新
た
な
科
学
で
は
、
知
の
個
別
性
（
例

え
ば
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
研
究
）、
知
の
独
占
性
（
特
許
の
取

得
）、
利
害
に
基
づ
く
知
の
閉
鎖
性
な
ど
の
特
徴
を
も
ち
、

古
典
的
な
科
学
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
で
対
を
な
す
。

状
況
の
変
化
は
、
私
た
ち
の
時
代
が
す
で
に
、
科
学
研
究

に
よ
る
知
の
成
果
が
国
家
の
富
を
生
み
出
す
時
代
に
入
っ

た
こ
と
、
さ
ら
に
科
学
研
究
の
巨
大
化
（
巨
額
の
研
究
費
＝

税
金
が
必
要
）
に
よ
り
納
税
者
へ
の
成
果
還
元
が
必
要
に

な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
求
め
る
よ
う

な
基
礎
研
究
と
社
会
還
元
を
目
指
す
開
発
研
究
の
、
ど
の

よ
う
な
研
究
を
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
支
援
す
る
か
、
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
の
力
量
が
問
わ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
み
ち
か
わ　

ま
こ
と
／
東
洋
哲
学
研
究
所
委
嘱
研
究
員
）

	 基礎研究と開発研究─その現在と未来	 道川　誠


