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「
中
世
思
想
史

に
お
け
る
パ
リ
大
学
」

こ
の
論
文
は
千
九
百
六
十

三
年
十

一
月

二
十
六
日

「
九
州

フ
ラ
ン
ス
文
学
会

」
に
於

い

て
な
し
た
講
演

の
原
稿

に
基
く
も

の
で
あ
り
ま
す
。
私

に
講
演

の
機
会

を
与

え
て
下
さ

っ

た

「
九
州

フ
ラ
ン
ス
文
学
会
」

に
此
処
で
感
謝

の
意
を
表
し
ま
す

。

森

田

良

紀

「
中
世
思
想
史
に
お
け
る
パ
リ
大
学
」
と
い
う
題
目
で
お
話
し
を
い
た
し
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
ま
つ

「大
学
」
と
い
う

も
の
か
ら
お
は
な
し
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
普
通
よ
く
「
大
学
」
と
い
う
も
の
は
ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ラ
ト
ン
の
学

園

(
ア
カ
デ
メ
イ
ア
)

か
ら
は
じ
ま
る
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
説
明
は
或
る
意
味
で
正
し
く
、
ま
た
、
或
る
意
味
で
甚
だ
不
正
確
な
の
で
あ
り
ま
す
。

或
る
意
味
で
正
し
い
、
と
い
う
の
は
、

「大
学
」

と
い
う
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
言
葉

(た
と
え
ば

フ
ラ
ン
ス
語
の
　

羅
典
語
の

　
)
の
も
と
も
と
の
語
源
的
意
味
は
教
授
団
、
或
は
学
生
団
の

一
種
の
組
合

(
　

)
を
い
み
し
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
と
こ
ろ
で
こ
の
組
織
体
に
お
い
て
教
授
さ
れ
る
教
課
内
容
の
大
部
分
を
、
こ
の

「
大
学
」
と

い
う
組
織
体
発
生
以
来

中
世
の
全
体
を
通
じ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
伝
え
ら
れ
た
学
問
が
占
あ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
意
味
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
大
学

の
伝
統
は
ギ
リ

シ
ャ
の
学
問
の
伝
統
の
上
に
立

っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
正
し
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
は
或
る
意
味
で
き
わ
め
て

漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

一
旦
、
大
学
の
発
生
起
源
、大
学
と
い
う
組
織
体

の
内
容

の
歴
史
的
変
遷
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
い

ま
の
べ
た
説
明
は
ほ
と
ん
ど
十
分
な
意
味
を
な
さ
な
い
ま
で
に
不
正
確
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
な
る
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

「大
学
」
と
い



う
こ
の
組
織
体
は
だ
い
た
い
に
お
い

て
十
二
世
紀
の
後
期
か
ら
十
三
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
次
第
に
形
を
と
ゝ
の
え
て

き
た
と
い
え
る
の

で
あ
り
ま
す
が
、
中
世
に
お
い
て
発
生
し
た
と
こ
ろ
の
こ
の
「大
学
」
と
い
う
組
織
体
と
ギ
リ
シ
ャ
で
の
学
校
と
の
間
に
は
、
ひ
と
つ
の
決

定
的
な
差
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
づ

こ
ゝ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
大
学
の
成
立
に
と

っ
て

も

っ
と
も
決
定
的
な
因
子
は
、教
権

で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
り
ま
す
。
教
会
の
権
力
、
も

っ
と
判
き
り
言

っ
て
教
皇
の
権
　

ぐ

ハ
ま
レ

と
い
う
も
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
を
成
立
せ
し
め
た
も

っ
と
も
本
質
的
な
カ
で
あ
り
基
盤
で
あ
り
ま
す
。
も

っ
と
も
フ
ラ
ン
ス
の
大
学

に
お
い
て
は
王
権
も
大
学
の
成
立
と
そ
の
諸
権
利
の
保
護
に
あ
づ
か

っ
て
大
い
に
力
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
寄
与
の
仕

方
は
飽
く
ま
で
も
第
二
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
教
権
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
大
学
と
い

う
も
の
を
発
生
せ
し
め
た
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
の
発
達
と
い
う
も
の
を
事
柄
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と

イ

マ
サ

ジ

ユ

は
出
来
ま
せ
ん
。
此
処
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
中
世
都
市
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
皆
さ
ん
の
想
像
力
に
愬
え
て
ひ
と

つ
の
像
を
描
い
て
み
て
い

た
ゞ
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

ま
づ
周
囲
に
め
ぐ
ら
し
た
と
こ
ろ
の
城
壁
と

い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。

ほ
ゞ
不
規
則
な
円
形
を

な
し
た

城
壁
に
閉
ま
れ
た
、
こ
の
中
世
都
市
の
中
央
部
の
広
場
に
は
高
い
尖
塔
を
も

っ
た
伽
藍
　

と
い
う
教
会
建
築
が
そ
び
え
て
い
ま

　　
　

す
。
わ
た
く
し
は
わ
ざ
わ
ざ
伽
藍
と
申
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
別
種
の
教
会
の
建
築
様
式
で
あ
る
修
道
院
は
村
落
、
或
は
む
し
ろ
村
落
を

離
れ
た
荒
野
、
僻
地
、
山
地
に
あ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、
都
市

の
中
央
部
に
あ
る
の
は
こ
う
い
う
修
道
院
で
な
く
し
て
伽
藍
と
い
う
教

会
の
建
築
様
式
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
都
市
の
中
央
部
に
あ
る
の
は
王
宮
建
築
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
中
世

の
封
建
領
主
た
ち
は
都

メ
ゾ
ン

市
の
外
に
邸
を
も
ち
、

城
を
も

つ
の
が

通
例
で
あ
り
ま
し
た
。

近
世
に
は
い
っ
て
か
ら
も

中
央
集
権
の
絶
対
君
主
た
ち
は
し
ば
し
ば
中

世
以
来
の
慣
習
か
ら
都
市

の
外
に
出
て
居
住
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
の
粗
描
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
ひ
き
出

し
う
る
ひ
と
つ
の
結
論
は
、
典
型
的
な
中
世
都
市
に
お
い
て
は
、
そ
の
中
世
都
市
の
中
心
を
な
す
も
の
は
け
っ
し

て
王
権
で
は
な
く
し
て

む
し
ろ
教
権
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
教
会
権
力
の
視
覚
的
な
象
徴
を
な
す
も

の
、
た
ん
に
視
覚
的
な
象
徴
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
際
に
教
会
権
力
の
実
質
的
な
機
能
が
そ
こ
で
営
ま
れ
た
場
所
、
そ
れ
が
都
市
の
ほ
ゞ
中
央
部
の
広
場
に
位
置
す



エ

コ
ロ

ル

る
こ
の
伽
藍
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
、
こ
の
伽
藍
に
附
属
す
る
学
校
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
大
学
と
い
う

　
ヨ
　

も

の
が
発
生
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
パ
リ
大
学
に

つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
多
少
の
曲
折
は
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
パ
リ
の
カ
テ
ド
ラ

ル
で
あ
る
ノ
ー
ト
ル
・ダ
ム
の
エ
コ
ー
ル
か
ら
発
達
し
て
、
十
二
世
紀
の
末
葉
に
パ
リ
大
学
は
そ
の
形
態

の
ほ
ゞ
全
体
を
整
え
た
の
で
あ
り

ま
す
。
と
こ
ろ
で
、今
迄
申
し
の
べ
て
き
た
こ
と
が
ら
の
結
論
を
こ
ゝ
で
か
い
つ
ま
ん
で
申
し
の
べ
ま
す
と
、中
世

に
お
い
て
発
生
し
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
は
、キ
リ

ス
ト
教
を
母
胎
と
し
て
、
い
ゝ
換
え
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
が
中
世
社
会
生
活
に
お
い
て
果
し
た
或
る
精
神
的
、

文
化
的
な
機
能
の
け

っ
し
て
偶
然
的
で
は
な
い
本
質
的
な
顕
わ
れ
と
し
て
、
成
立
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
わ
た

く
し
は
た
い
へ
ん
漠
然
と
し
た
表
現
を
用
い
ま
し
た
。
こ
の

〃
或
る
機
能
"
と
い
う
も
の
、
″

そ
の
現
わ
れ
方
"
と
い
う
も

の
を
厳
密
に

規
定
し
よ
う
と
す
る
と
そ
れ
は
入
り
く
ん
だ
史
料
に
つ
い
て
手
の
込
ん
だ
実
証
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
只
今
の
わ
た
く
し
に
と

っ
て
は
手
に
合
わ
な
い
非
常
に
む
つ
か
し
い
仕
事
で
あ
り
ま
す
し
、
又
、
わ
た
く
し
の
今
日
の
話
し
の
目
的
で
も
内
容
で
も
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
た
ゞ
、
わ
た
く
し
が
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
大
学
と
い
う
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
、
す
な
わ
ち

そ
の

一
定
の
教
権
と
い

う
も
の
を
母
胎
と
し
て
成
立
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
明
確
な

一
点
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
は
ギ
リ
シ
ャ
や

ロ
ー

マ
の
学
校
と
根
本
的
に
相
違
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
学
と
い
う
も
の
ゝ
起
源
は
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
カ
デ
メ
イ

ア
に
あ
る
、
と
い
う
通
説
は
、
こ
の
歴
史
的
、
発
生
的
な
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
意
味
を
な
さ
な
い
定
義
で
あ
り
、
ほ

と
ん
ど
誤

っ
た
定
義
で
あ
る
と
さ
え
言
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。

こ
の
こ
と
が
、
わ
た
く
し
が
申
し
上
げ
た
い
第

一
の
要
点
で
あ
り
、
こ
れ

か
ら
い
た
す
わ
た
く
し
の
話
し
の
前
提
を
な
す
も

っ
と
も

一
般
的
な
規
定
で
あ
り
ま
す
。
次
に
、
こ
の
前
提
を
な
す

一
般
的
な
規
定
を
も

っ
と
限
定
し
て
、
も

っ
と
内
容
を
細
か
く
し
て
、
中
世
思
想
史
上
に
お
け
る
大
学
と
い
う
も
の
、
位
置
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
す
こ
し
立

ち
入
っ
て
お
話
し
し
よ
う
と
お
も
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
す
る
わ
た
く
し
の
話
し
の
第
二
の
要
点
で
あ
り
ま
す
。
第
三
に
、
さ
ら

ヘ

へ

に
、
規
定
を
細
か
く
し
て
い
っ
て
、
中
世
思
想
史
に
お
い
て
占
あ
る
パ
リ
大
学
の
位
置
と
、
そ
の
果
し
た
中
心
的
で
特
別
な
役
割
と
い
う

も
の
を
す
こ
し
で
も
明
か
に
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
わ
た
く
し
の
今
日
の
話
し
の
第
三
の
要
点
で
あ

り
ま
す
。



た
ゞ
ち
に
、
第
二
の
要
点
に
遣
入
り
た
い
と
お
も

い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
第

一
の
要
点
に
お
い
て
、大
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
と
い
う

も

の
を
母
胎
と
し
て
成
立
し
た
、
と
申
し
ま
し
た

。
こ
の
最
も
重
要

で
且

つ
本
質
的
な
要
素
の
ほ
か
に
、
大
学

の
形
成
に
は
第
二
の
本
質

的
な
要
素
が
働
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
を
経
由
し
て
ラ
テ
ン
中
世
世
界
に
這
入

っ
て
き
た
ギ
リ
シ
ャ

の
学
問
、
こ
と

に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
的
知
識

の
　

と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
イ
ス
ラ
ム
文
化
を
経
由
し
て
き
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

学
問
的
知
識
の
導
入
は
十
二
世
紀
に
始
ま

っ
て
ほ
ゞ
十
三
世
紀
末
葉
ま
で
続
き
ま
し
た
。も

っ
と
判
き
り
と
申
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
新
ら
た

み
し
お

な
ギ
リ
シ
ャ

の
学
問
の
導
入
の
判
き
り
と
目
に
み
え
る
潮
は
　

年

頃
か
ら

急
激

に

は
じ

ま

っ
て
十
二
世

紀
の
残
余

及
び

十
三
世

う
し
お

紀
の
ほ
ゞ
全
般

に

及
び

ま
し
た
.

こ
の
潮
は

大
体

二
つ
の
段
階
に
分
れ
ま
す
。

先
ず
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
及
び

そ
の
他
の
ギ
リ
シ
ャ

の
著
作
者
達
の
書
物
が
ア
ラ
ビ
ヤ

の
注
釈
家
達
の
書
物
と
共
に
ア
ラ
ビ
ヤ
語
そ
の
他
の
国
語
か
ら
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
次
に

へき

　

　
年
ご
ろ
か
ら
は
直
接

ギ
リ
シ
ャ
原
典
か
ら
の
翻
訳
が
始
ま
り
ま
し
た
。翻
訳
の
中
心
地
は
三
つ
あ
り
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
シ
シ
リ
ー
島

　マ
　

の
パ
レ
ル
モ
、
も
う
ひ
と
つ
は
ス
ペ
イ
ン
の
ト
レ
ド
、
そ
れ
か
ら
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
コ
ン
ス

タ
ン
チ
ノ
ー
プ

ル
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
学
問
的

知
識
の
導
入
の
時
期
と
大
学
の
形
成
の
時
期
と
は
は

つ
き
り
と
か
さ
な
り
合

い
、
相
敵
う
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
決
し
て
偶
然
的
に

か
さ
な
紅
合
い
、相
蔽
う
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。な
ぜ
な
ら
こ
の
新
た
な
学
問
的
知
識

の
禅
入
と
い
う
も
の
が
大
学
と
い
う
組
織
体

を
形
成
し
て
ゆ
く
に
あ
た

っ
て
本
質
的
で
内
面
的
な
カ
と
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

世
を
通
じ
て
大

学
の
知
的
活
動
の
ほ
と
ん
ど
全
内
容
を
な
す
と
い

っ
て
よ
い
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク
と
い
う
も
の
が
こ
の
導
入
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
か
ら
で

あ
り
ま
す
。
こ
ゝ
で
わ
た
く
し
の
話
し
の
第
二
の
要
点
の
中
心
的
な
部
分
に
触
れ
て
き
ま
し
た
。わ
た
く
し
は
、
こ
ゝ
で
、
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク

と
い
う
も

の
に
つ
い
て
、或
る
視
角
か
ら
そ
の
或
る
大
ま
か
な
視
野
を
あ
た
え
て
み
よ
う
と
お
も
い
ま
す
。
く
り
返
す
蛮
族
の
侵
入
に
よ

っ

て
ロ
ー
マ
帝
国

は
滅
亡

い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ロ

ー
マ
の
文
物
は
キ
リ

ス
ト
教
会
の
手
で
維
持
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
す
。し
か
し
も

っ
と
判
き
り
と
規
定
し
て
言
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。中
世
初
期
の
文
化
の
担
い
手

カ
き
ド
ラ

ル

は
ア
ル
プ
ス
を
越
え
た
ま
だ
充
分
に
発
達
し
き
ら
な
い
北
の
都
市
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
都
市
に
や
が
て
建
設
さ
れ
る

伽

藍

や
そ
れ
に



附
属
す
る
学
校
　

で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
世
初
期
に
お
い
て
は
そ
う
い
う
伽
藍
や
伽
藍
に
附
属
す
る
学

校
な
ど
は
ま
だ
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
む
し
ろ
都
市

の
外
に
あ
る
修
道
院
と
修
道
院

に
附
属
す
る
学
校
　

が
文
化
の
担
い
手
で
あ
り
ま
し
た
。
と
く
に
、
い
く

つ
か
の
修
道
院
が
文
化
伝
播
の
源
泉

と
な
り
、
そ
れ
に
附
属

ハ
き
　

す
る
学
校
が
教
育
の
中
心
地
と
し
て
名
高
く
な
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
古
く
は
　

、
さ
ら
に
時
代
が
少
し
降
る
と

　
な
ど
の
　

派
の
修
道
院
、
も

っ
と
時
代
が
く
だ

っ
て
十
世
紀
、
十

一
世
紀
に
這
入
る
と
　

な
ど
が
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
修
道
院
の
な
か
で
維
持
さ
れ
続

け
ら
れ
た
文
化
と
い
う

ゴ
ジ
タ

シ
オ

ン

も
の
は
ど
の
様
な
性
格
の
も
の
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
?
そ
れ
は

一
口
に
い
っ
て
、
神
学
の
瞑

想

と
そ
れ
か
ら
　

の
伝

統
で
あ
り
ま
し
た
。
　

と
い
う
の
は
古
代

ロ
ー
マ
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
教
養
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
文
雅
」

と
い
う
訳
語
が
そ
れ
に
当
る
か
と
思
い
ま
す
。
古
典
的
教
養
に
よ

っ
て
文
章
を
美
し
く
磨
く
こ
と
、
そ
う
し
て
こ
の
磨
か
れ
た
文
章
と
古

ハ
　
い

典
的
教
養
に
よ

っ
て
人
間
性
そ
の
も
の
を
磨
く
こ
と
、
キ
ケ
ロ
の
言
葉
で
い
う
な
ら
ば
　

と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
こ

の

「
文
雅
」
の
目
的
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
　

と
い
う
も
の
は
さ
き
に
ち
ょ
っ
と
申
し
ま
し
た
　

、
学
問
的

知
識
、
あ
る
い
は
科
学
的
知
識
と
い
う
も

の

は
ま
る
で
ち
が
い
ま
す
。
こ
ゝ
で
わ
た
く
し
が
　

学
問
的
知
識
と
い
っ
て
い
る
の

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
そ
の
他
の
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
ラ
ビ
ヤ
の
著
作
家
達
の
書
物
に
よ

っ
て
ラ
テ
ン
中
世
世
界
に
伝

え
ら
れ
た
論
理
学
と
か

幾
何
学
と
か
天
文
学
と
か
生
物
学
、
植
物
学
、
気
象
学
、
医
学
等
々
を
指
し
て
い
る
の
で
す
。
　

は
そ
う
い
う
種
類
の
知

識
、
た
ん
な
る
学
問
的
知
識
と
は
違
い
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
キ
ケ
ロ
、
セ
ネ
カ
、
ヴ
ィ
ル
ギ
リ
ウ
ス
等
々
の
主
に
ラ
テ
ン
古
典
作
家

達
を
手
本
と
し
て
そ
う
い
う
古
典
的
教
養
を
内
容
と
し
、
よ
り
良
く
生
き
る
智
慧
　

の
獲
得
を
目
的
と

い
た
し
て
お
り
ま
し
た
。

シ
ぷ
ン
ひ
ア

チ
ピ
エ
ン
チ
ア

す
な
わ
ち
、
　

は
単
な
る
知

の
た
め
の
知

識

で
は
な
く
し
て
、生
き
る

智

慧

を
、而
も
教
養
あ

り
節
度
あ
る
生
を
生
き

る
智
慧
を
目
的

と
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
し
て
蛮
埃
の
侵
入
が
遠
の
き
世
情
が
安
定
し
て
き
た
中
世
初
期
に
お

い
て
先
ず
復
興
し
て
き

ユ
マ
・.
ス

ム

カ

ロ
サ
ン
ガ

ル
ネ
'
サ

ン
ス

た
文
物
と
い
う
も
の
は
流
…に
こ
の
よ
う
な
人
文
主
義

な
の
で
し
た
。
　

帝
の
下
に
お
け
る

O
　

朝
の
文
芸
復
興



と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
人
文
主
義
の
復
興
な
の
で
あ
り
ま
す
。

わ
た
く
し
は
今
迄
に
く
り
か
え
し
　

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
　

と
い
う
言
葉
の
正
し
い
用
い
方
に
お

い
て
ま
さ
に
そ
れ
は
こ

う
い
う
古
典
的
人
文
主
義
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
入
文
主
義
は

そ
れ
が
伝
え
ら
れ
た

修
道
院
の
内
部
に
お
い
て

キ
リ
ス

ト
教
の
神
学
の
教
義
と
結
び

つ
き
、
キ
リ

ス
ト
教
化
さ
れ
ま
し
た
。
両
者
は
自
然
に
摩
擦
な
し
に
融
和
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
は
じ
め
両
者
は
互
に
異
質
的
で
あ

っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら

一
方
は
異
教
の
も
の
で
あ
り
、
世
俗
的
で
あ
り
、
他
は
言
う
ま
で
も
な
く

宗
教
的
だ
か
ら
で
す
。

し
か
し
や
が
て
両
者
は

融
合
し
て
美
し
い
独
自
な
文
化
の
伝
統
を
形
づ
く
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
　

サ
ピ
エ
ン
チ
ア

　、
あ
る
い
は
キ
リ

ス
ト
教
化
さ
れ
た

智

慧

な
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
修
道
院
お
よ
び
そ
れ
に
附
属
す
る
学
校

の
な
か
で
維

持
さ
れ
は
ぐ
く
ま
れ
培
わ
れ
て
き
た
精
神
的
文
化

で
あ
り
ま
す
。
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク
は
そ
う
い
う
人
文
主
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
う
で

は
な
く
て
む
し
ろ
そ
れ
と
対
立
し
、或
は
そ
れ
と
は
げ
し
く
抗
争
す
る
も
の
で
さ
え
あ
る
の
で
す
。わ
た
く
し
は
さ
き
に
十
二
世
紀
の
半
頃

か
ら
十
三
盤
紀
全
般
に
か
け
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
的
諸
著
作
、
及
び
そ
の
他
の
ギ
リ
シ
ャ
の
学
者
の
色

々
な
著
作
が
ア
ラ
ビ
ヤ
の

学
者
の
諸
注
釈
と
共
に
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
を
経
て
ラ
テ
ン
中
世
世
界
に
導
入
さ
れ
て
き
た
と
申
し
ま
し
た
。
ま
た
千
二
百

十
年
頃
か
ら

は
ア
ラ
ビ
ヤ
語
、
そ
の
他
の
国
語
か
ら
の
重
訳
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
原
典
か
ら
の
翻
訳
が
は
じ
ま
る
ま
で
に
い
た
り
ま
し
た
.
こ
の
よ
う

に
し
て
論
理
学
、幾
何
学
、天
文
学
、
自
然
学
等
々
の
学
問
的
、科
学
的
知
識
が
急
速
に
う
し
お
の
ご
と
き
勢
い
で
這

入
っ
て
き
ま
し
た
。
安

定
に
達
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世

の
経
済

・
社
会
生
活
、
都
市
の
発
達
が
こ
う
い
う
学
問
的
知
識
　

導
入

の
素
地
を
な
し
、
そ
の

導
入
を
要
求
し
、
そ
の
知
識
を
吸
収

し

根
を
下
さ
せ
生
育
さ
せ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

背
後
に
ご

　
ゆ
ね

の
よ
う
な
社
会
的
茶
盤
と
い
う
も
の
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
ス
灘
ラ
ス
テ
ッ
ク
の
形
成
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る

の
で
す
。
い
ま
わ
た
く

し
は
ス
"
ラ
ス
テ
ッ
ク
と
串
し
ま
し
た
が
、
ス
3
ラ
ス
テ
ッ
ク

と
は

さ
き
に
の
べ
た
修
道
院
的
文
化
の

伝
統
の
な
か
で
育
ま
れ
て
き
た

　
と
は
ま
る
で
内
容
を
こ
と
に
す
る
こ
の
よ
う
な

の
　

を
内
容
と
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
あ
ら

た
な
諸
科
学
　

エ
コ
ユ
ル

に
対
す
る
関
心
と
興
味
と
は
伽
藍
に
附
属
す
る
学
校
の
な
か
に
浸
透
し
、
拡
が
り
、
や
が
て
、
様
々
な
国

の
者
が
教
団
の
別
を
と
わ
ず
、



聖
職
者

。
俗
人
の
別
を
問
わ
ず
に
そ
こ
に
集

っ
て
教
授
し
、
討
論
し
、
学
習
す
る
と
こ
ろ
の
共
同
体
　

、
あ
る
い
は
、
組
織

　
が
伽
藍
の
学
校
か
ら
自
然
に
発
達
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
大
学
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
様
に
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク
の
形

成
と
大
学
の
形
成
と
は
ま

っ
た
く
相
蔽

い
相
か
さ
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
.
と
こ
ろ
で
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
化
さ

れ
た
　

を
内
容
と
す
る
修
道
院
の
学
校
と
こ
の
新
し
い
思
想
の
方
向
に
関
心
を
は
ら
う
伽
藍
の
学
校
と
は
は
げ
し
く
相
対

立
し
抗
争

い
た
し
ま
し
た
。
も

っ
と
も
抗
争
し
な
が
ら
両
者
は
し
ば
ら
く
並
存

い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
大
学
の
完
全
な
形
成
に

よ

っ
て
修
道
院
の
学
校
は
凋
落
し
衰
え
て
ゆ
き
ま
す
。
実
は
、
こ
の
古
い
文
化
伝
統
で
あ
る
　

の
人
文
主
義
と
新
ら
た
に

導
入
さ
れ
て
形
成
期
の
途
上
に
あ
る
ス
コ
ラ
ス
テ

ッ
ク
と
は
伽
藍

の
学
校
の
内
部
に
お
い
て
も
は
げ
し
い
争

い
を

い
た
し
ま
す
。
し
か
し

大
学
と
い
う
組
織
休
が
形
ち
を
と
ゝ

の
え
終
え
て
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク
が
勝
利
を
収
め
る
と
と
も
に
　

は
大
学
の
な
か
か

ユ
コ
ロ
ル

ら
、
修
道
院
の
諸
学
校
が
凋
落
し
て
ゆ
く
よ
う
に
、消
滅
し
て
ゆ
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
消
滅
し
去
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、

ル
ネ
ゾ
サ
ン
ス

そ
う
で
な
く
て
中
世
全
体
を
通
じ
て
ひ
と

つ
の
底
流
と
な
り
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
誕
生
と
と
も
に
近
代
の
文
芸
復
興
と
し
て
復
活
し
て
く
る

エ
コ
ほ
ル

の
で
す
。
こ
の
　

と
の
抗
争
を
通
じ
て

ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク
が
大
学

の
内
部
に
お
い
て
、
ま
た
修
道
院
の
諸
学
校
に
た
い
し

て
、
地
歩
を
固
め
勝
利
を
収
め
て
ゆ
く
過
程
、
そ
れ
が
　

な
ど
に
存
し
た
伽
藍
の
諸
エ
コ
ー
ル
を

凌
い
で
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
。
ダ
ム
の
エ
コ
ー
ル

が
パ
リ
大
学
に
成
長
し
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
知
的
活
動
の
中
心
地
と
し
て
の
地
歩
を

固
め
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
、
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

わ
た
く
し
は
、
次
に
、
わ
た
く
し
の
話
し
の
第
三
の
要
点
で
あ
る
、
中
世
思
想

史
上
に
お
け
る
パ
リ
大
学
の
役
割
り
に

つ
い
て
述

べ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

わ
た
く
し
の
話
し
の
第

一
の
要
点
、

そ
れ
は
、

大
学
と
い
う
組
織
体

の
生
成
は
中
世
ラ
テ
ン
世
界
に

お
け
る
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
を
母
胎
と
す
る
と
い
う
こ
と
、

教
権
が
大
学
を

成
立
せ
し
め
た
第

一
の
要
因

で
あ
る
、

と
い
う
事
実
で
し
た
。

第
二
の
要
点
は
、

今
の
べ
た
様
に
、

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
的
諸
菩
作
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
　

の
導
入
と
、

そ
の
導
入

に
よ
る
と
こ
ろ
の
ス
灘
ラ
ス
テ
ッ
ク
の
形
成
を
第
二

の
要
因
と
す
る
、
と
い
う
事
で
し
た
。
所
で
実
は
、
こ
の
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク
自
身
が



以
上
の
べ
た
二
つ
の
要
因
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト

教
神
学
の
教
義
と
　

と
の
関
係
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
事
態
は
、

は

っ
き
り
と
、

中
世
の
パ
リ
大
学

の
学
部
構
成
そ
の
物

の
う
ち
に
具
体
化

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

第

一
の
要
因
は
最
高
学

部

で
あ
る
神
学
部
　

と
し
て
、
第
二
の
要
因

は
こ
の
最
高
の
学
部
で
あ
る
神
学
部
に
入
学
す
る
と
こ
ろ
の
神
学
生

を
養
成
す
る
た
め
の
準
備
教
育
の
学
部
で
あ
る
　

と
し
て
、
具
体
化
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
ゝ
で
わ
た
く
し
が
　

と
い
う
の
は
こ
の
学
芸
学
部
で
教
授
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
七

つ
の
　

を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
七

つ
の
　

と
い

う
の
は
当
時
の
主
要
な
諸
学
問
的
短
識
の
集
成
で
あ
り
、
狭
義

の
　

そ
の
も
の
を
意
味
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
広
い
意
味
で

の
　

と
い
う
の
は
更
に
実
用
的
知
識
で
あ
る
法
律
学
へ
医
学
を
も
含
む
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
さ
ら
に
法
学
部
、
医
学
部
の
二
学
部

が
加
わ
り
、
こ
の
四
学
部
が
中
世
の
パ
リ
大
学
を

構
成
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
う
し
て
こ
の
大
学
の
在
り
方
が
中

世
の
大
学
の
典
型
と

な

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
ゝ
で
パ
リ
大
学
と
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
と
を
混
同

す
る

一
般
の
誤
解
を
解
い
て
お
こ
う
と
思

い
ま
す
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ

へれ

　

　
は
そ
の
起
源
に
お
い
て
神
学
生
を
寄
宿
さ
せ
給
費
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
　

で
あ
り
ま
し
た
。
　

な
ど
と
な
ら
ぶ

パ
リ
大
学
の
な
か
の
　

の

一
つ
だ
っ
た
の
で
す
.

と
こ
ろ
が
の
ち
に

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
だ
け
が
有

名
に
な
り
、

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
は
神
学
部
と
ほ
と
ん
ど
同

一
視
さ
れ
る
に
い
た
り
ま
し
た
.
更
に
現
代
に
這
入
っ
て

十
九
世
紀

の
千
八
百
二
十

年
代
に
神
学
部
と
い
う
も

の
が
パ
リ
大
学
か
ら
消
失
す
る
に
い
た
る
と
、
今
日
パ
リ

に
学
ん
だ
ひ
と
な
ら
誰
れ
も

が
知

っ
て
い
る
と
こ
ろ

の
あ
の
ド
ー
ム
の
あ
る
建
物

の
一
区
画
を
指
し
て
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
め
し
に
プ
チ

・
ラ
ル
ー
ス
を
引

い
て
み
る
と
、
ソ
ル
ボ

ン
ヌ
の
項
目
の
下
に
、
　

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
さ
き
に
述

べ
た
七
つ

の
　

つ
い
て

で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
う
少
し
こ
ゝ
で
述
べ
て
置
か
な
け
れ
ば
、
パ
リ
大
学
と
い
う
も
の
、
中
世
思
想
史
上
に
お
け
る
特
別

な
意
義
と
い
う
も

の
が
判

っ
て
い
た
ゞ
け
な
い
と
お
も
い
ま
す
。
当
時
の
諸
知
識

審
の
　

が
わ
ざ
わ
ざ
　

の
名
で
呼
ば
れ
た
訳
け
は
、
職
人
達
が
手

の
仕
事
で
物
を
造
り
出
す
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
、
自
由
人
は
手
で
は
な
く
知
性
に
よ

っ
て
諸
知
識
を
生
み
出
す
諸
技
術
ー
ー
そ
れ
は
学
問
的
諸
方
法
と
言

っ
て
も
よ
い
と
お
も
う
の
で
あ
り
ま
す
が
ー

を
も

っ
て
い
る
、
と



い
う
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
　

と
い
う
言
葉
の
こ
の
様
な
使
い
方
は
実
は
キ
ケ
ロ
か
ら
採
ら

れ
た
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
　

と
こ
ろ
で
こ
の
七

つ
の
　

自
身
が
二

つ
の
部
門
に
分
た
れ
ま

す
。
そ
の

一
部
門
は
修
辞
学
　

、
論
理
学
　

の
三
つ
を
含
む
と
こ
ろ
の
　

他

の
部
門
は

　
の
四
つ
の
学
問
的
知
識
を
含
む
と
こ
ろ
の
　

で
あ
り
ま
す
。
所
で
、

パ
リ
大
学
は
　

の
中
心
地
で
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、
論
理
学
的
論
議
の
中
心
地
、
そ
れ
も
白
熱
的
中

心
地
で
あ
り
ま
し
た
。

英
国

に
お
け
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
わ
れ
わ
れ
の
パ
リ
大
学
よ
り
も
少
し
遅
れ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
英
国

の

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
　

の
中
心
地
、
も

っ
と
判
き
り
言
う
と
、
自
然
学
研
究
の
中
心
地

で
あ
り
ま
し
た
。
パ
リ

大
学
が
白
熱
的
な
論
理
学
的
論
議
の
中
心
地
と
な
る
べ
き
運
命
は
そ
の
当
初
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
パ
リ
大
学
の
起
源
を
人
物

の
上
で
も
と

め
る
と
、今
日
誰
れ
も
が
認
め
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
　

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

こ
の
ア
ベ
ラ

ー
ル
と
ヱ
ロ
イ
ー
ズ
の
恋
物
語
り
の
主
人
公
で
あ
る
哲
学
者
は
当
時
　

呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
当
時
の
言

葉
で
の
　

と
は
論
理
学
者
を
意
味
す
る
の
で
す
。
彼

の
鋭

い
　

の
議
論

の
魅
力
に
ひ
き

つ
け
ら
れ
て
学
生

は
パ
リ
の
彼
の
周
辺
に
蟻

の
如
く
に
集
り
ま
し
た
。.
こ
の
パ
リ
に
引
き
よ
せ
ら
れ
た
学
生
の
群
れ
が
パ
リ
大
学
形

成
の
大
切
な

一
要
素
と

な
る
の
で
す
。

パ
リ
大
学
消
長
の
歴
史
に

つ
い
て
短
い
時
間
で
要
領
よ
く
の
べ
る
こ
と
は
　

と
　

の
彪
大
な
史
料
集

を
み
た
だ
け
で
不
可
能
に
ち
か
い
こ
と
で
す
。
又
、
　

の

〃
パ
リ
大
学
に
つ
い
て
の
記
述
"
を
短
く
ま
と
め
て
お
話
し
す
る
だ

け
で
も
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
わ
た
く
し
は
こ
の
　

と
い
う
言
葉
の
意
味
の
変
化
と
そ
の
消
長
に
即
し

て
中
世
に
お
け
る
パ
リ
大
学
の
歴
史
に
素
早
い

一
瞥
を
あ
た
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ア
ベ
ラ
ー
ル
を
代
表
的

人
物
と
す
る
弁
証
家
と

呼
ば
れ
る
論
理
学
者
達
は
、先
ず
、
　

の
側
か
ら
、
あ
る
い
は
、
　

の
教
養
に
よ

っ
て
生
い
立

っ
て
き
た
神

学
者
達
の
側
か
ら
激
し
い
攻
撃
を
受
け
ま
し
た
。
弁
証
家
　

攻
撃
の
代
表
的
人
物
は
二
人
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
　

で
あ

り
ま
し
た
。

一
人
は
シ
ャ
ル
ト
ル
　

の
伽
藍
の
学
校
を
有
名
な
ら
し
め
た
　

で
あ
り
、
も
う

一
人
は



シ
ト
ー
　

派
修
道
院
の
指
導
者
で
あ
る
傑
出
し
た
神
秘
思
想
家
の
　

で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

二
人
の
　

は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
諸
著
作
を
武
器
と
し
て
神
学
の
教
義
に
ま
で
論
理
学
的
論
議
を
及
ぼ
し
、
論
理
学

の
推
論
を
適
用
し
よ
う
と

す
る
ア
ベ
ラ
ー
ル
を
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質

で
あ
る
智
慧
を
脅
か
す
と
こ
ろ
の
危
険
な
敵
と
感
じ
た
の
で
し
た
。
　

の

思
想
は
直
接
に
は
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、十
二
世
紀
の
人
文
主
義
者
で
あ
る
　

の

、
　

と
い
う

書
物
に
よ

っ
て
間
接
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
　

は
　

擁
護
の
書
な
の
で
あ
り
ま
す
が
.
そ
れ
は

又
同
時
に
時
代
の
風
潮
と
と
も
に
　

が
凋
落
す
る
の
を
歎
く
と
こ
ろ
の
書
で
も
あ
る
の
で
す
。
　

は
神
秘
思

想
家
で
あ

っ
て
人
文
主
義
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

〃
シ
ト
ー
派
修
道
院
の
建
物

の
壁
が
む
き
出
し
の
裸

で
あ
る
の
に
、
聖

ベ
ル
ナ

ハ
だ
　

ー
ル
の
筆
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
香
気
を
湛
え
て
い
る
"
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
　

は
　

の
伝
統
を
身
に
つ
け
た

と
こ
ろ
の
人
物

で
あ

っ
た
の
で
す
.
こ
の
二
人
の
　

の
よ
う
な
有
力
な
擁
護
者
に
も
拘
ら
ず
　

は
時
代
の
流
れ

と
と
も
に
敵
手

の
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク
の
前
に
屈
伏
し
敗
退
い
た
し
ま
す
。
十
三
世
紀
に
は
い
る
と
　

の
人
文
主
義
者
達
は

エ
ン
さ

ル

　ぶ

　

　
に
集

っ
て
パ
リ
の
学
校
を
牙
城
と
す
る
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク
の
　

達
に
最
後
の
決
戦
を
い
ど
み
ま
す
。
こ
の
戦
い
の

有
様
は
　

と
い
う
中
世
詩
人
の
象
徴
的
な
古
い
フ
ラ
ン
ス
語
の
詩
の

〃
七

つ
の
学
芸
の
闘
い
ー
　

　
と
い
う
詩
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
戦

い
は
パ
リ
鮒

の
勝
利
に
帰
し
　

の
人
文
主
義
者
達

は
四
散
し
ま
す
。
し
か

し
　

は
申
し
ま
す
。

一
世
代
も
立
た
な
い
う
ち
に
、
こ
の
野
蛮
な
お
し
ゃ
べ
り
を
し
か
知
ら
な
い
愚
劣
な
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ

ク
は
す

っ
か
り
こ
の
世
か
ら
消
え
去
る
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
再
び
こ
の
世
に
　

は
も
ど

っ
て
来
て
復
活
す
る
で
あ
ろ
う
、

(海
)

と
。
i

た
し
か
に
　

は
復
活
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
　

は
す
こ
し
早
ま

っ
た
期
待
を
い
た
し
ま

し
た
。

剛
世
代
ど
こ
ろ
か
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
イ
タ
サ
ヤ
の
地
に
生
れ
る
ま
で
に
ほ
と
ん
ど

一
世
紀
近
く
の
時
が
流
れ
去
り
ま
し
た
。
　

　
の
凋
落
ぶ
り
を
示
す
資
料
を
少
し
く
わ
し
く
あ
げ
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

一
ニ
ニ
九
年
に
出
た

↓
〇
三
〇
器

o
大
学
の
文
書
を
み
て

み
る
と
、
　

を
教
授
す
る
教
授
　

の
給
料
は
年
に
　

の
教
授
の
給



料
は
そ
の
半
額
で
あ
る
年
　

に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
又
、

=

一
ニ
五
二
年
パ
リ
大
学
が
出
し
た
学
芸
学
部
　

の
学
生
が
向
う
四
ケ
年
間
に
取
得
す
べ
き
単
位
を
制
定
し
た
文
書
に
よ
る
と
、
取
得
す
べ
き
単
種
と
し
て
文
法
の
　

が
只

一
つ
、

　め

　

　の
　

に
い
た
っ
て
は
完
全
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
消
失
し
去

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
十
三
盤
紀
に
は
い
る
と
パ
リ
大
学
の
　

は
完
全
な
勝
利
を
収
め
、
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク
は
体
系
化

の
時
期
に
は
い

り
ま
す
。

し
か
し
そ
の
完
全
な
勝
利
に
も

拘
ら
ず
け

っ
し

て
平
穏
無
事
に
体
系
化
が
す
ゝ
め

ら
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
劇

的
な
事
件
の
展
開
と
闘
争
を
経
て
は
じ
め
て
体
系
化
さ
れ
た
の
で
す
。
誰
れ
で
も
御
承
知
の
よ
う
に
ス
コ
ラ
ス
テ

ッ
ク
の
最
も
美
事
な
体

系
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
哲
学
で
あ
り
ま
す
。し
か
し
ト
マ
ス
の
体
系
は
は
げ
し
い
争

い
の
な
か
か
ら
生
れ
た

の
で
す
。
さ
き
に
巾
し

ま
し
た
よ
う
に
ス
コ

ラ
ス
テ
ッ
ク
は
そ
の
内
部
に
二
つ
の
要
因
を
も

っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学

の
教
義
で
あ
り
、

他
の

一
つ
は
　

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
両
者
は
は
げ
し
い
争
い
を
ひ
き
起
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
争

い
は
抽
象
的
な
争
い
で

は
な
く
、
は

っ
き
り
と
具
体
的
な
姿
を
と
り
ま
し
た
。
即
ち
、
前
者
の
要
因
の
具
体
化
で
あ
る
神
学
部
と
後
者

の
要
因
の
具
体
化
で
あ
る

学
芸
学
部
と
は
十
三
世
紀
に
は
い
る
と
激
烈
な
抗
争
に
は
い
る
の
で
す
.
制
度
上
は
学
芸
学
部
は
神
学
部
の
下
位

に
立
ち
、
そ
の
準
備
教

育
を
な
す
学
部
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
十
三
世
紀
に
な
る
と
こ
の
学
部
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
神
学
部
に
対
抗
し
、
独
立
性
を
主
張
し
、
そ

れ
を
凌
こ
う
と
い
う
勢
を
さ
え
示
し
ま
し
た
。
こ
の
当
時
の
パ
リ
大
学
神
学
部

の
神
学
者
達
は
修
道
院
的
伝
統

の
維
持
者

で
あ
り
、
そ
の

頑
強
な
擁
護
者
達
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
修
道
院
的
神
学
と
い
う
も
の
は
　

を
方
法
と
し
て
お
り
ま
す
。
　

と
い
う
の
は
た
と
え
ば
庵
室
に
独
座
し
ひ
と
り
で
自
己

と
対
話
し
、

神
と
対
話
し
て
思
索
す
る
方
法
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
伽
藍

の
学

校
、
伽
藍
の
学
校
か
ら
発
展
し
た
大
学
に
根
を
下
し
た
　

と
い
う
方
法
は
、
修
道
院
の
思
索
方
法

の
　

が
自
己

モ

ノ
む
グ

と
の
対
話
で
あ
る
独
語
の
方
法
で
あ
る
の
に
対
し
、
公
開
の
対
話
と
討
議
の
方
法
で
あ
り
ま
す
。
元

々
　

と
い
う
の
は
そ
の

起
源
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
で
の
法
廷
弁
論
術
を
意
味

し
て
い
ま
し
た
。
中
世

の
こ
の
当
時
に
お
い
て
も
論
理
学
者
　

は
殆
ん

ヵ
ノ

ニ

ス
ト

ど
皆
が
教
会
法
学
者
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
う
い
っ
た
現
象
は
今
迄
お
話
し
し

て
き
ま
し
た
よ
う
に
ス
コ
ラ
ス
テ

鋭

と
い
う
も
の
が
中



盤
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
都
市
の
発
生
と
い
う
も
の
を
素
地
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
い
出
し
て
い
た
y
け
ば
当
然
理
解
し
得

る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ
て
、
中
世
の
　

と
は
公
開
の
討
論
の
方
法
で
あ
り
ま
す
。
こ
ゝ
に
或
る
真
理
で
あ
る
よ
う
に

テ
ほ
ズ

お
も
わ
れ
る
命
題
ー

こ
れ
は
当
時
の
用
語
で
　

と
よ
ば
れ
ま
し
た
ー

が
あ
る
と
し
ま
す
。
す
る
と
、

そ
れ
に
賛
成
す
る
議
論

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
　

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
又
、
反
対
す
る
議
論
が
あ
り
ま
す
.
そ
れ
は
　

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の

　
と

.
　

の
公
開
の
討
論
と
推
論
を
通
し
て
、
よ
り
真
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
、
か
つ
そ
の
よ
う
に
人
々
に
認
め
ら
れ
る

命
題
ー
　

に
達
す
る
方
法
、
そ
れ
が
　

と
い
う
論
理
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
神
学
者
達

の
　

ヘサ

　

の
方
法
と
学
芸
学
部
の
哲
学
者
達
が
用
い
る
　
と

い
う
方
法
と
は
互
に
異

っ
た
も

の
な
の
で
す
。
相
違
は
又
別
の
視
角
か
ら

見
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。
パ
リ
大
学
棒
学
部
の
陣
学
者
達
は
そ
の
殆
ん
ど
が
ア
ウ
グ

ス
チ
ヌ
ス
主
義
者
で
あ
り
ま
し
た
。
所
で
、

ア
ウ
グ

ス
チ
ヌ
ス
主
義
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
学
説
は
　

ー
照
明
ー

説
で
あ
り
ま
す
。
　

説
に
よ
る
と
わ
れ
わ

れ
の
真
理
の
認
識
は
わ
れ
わ
れ
を
越
え
た
神
的
光
に
よ

っ
て
、
拾
も
稲
妻
の
光
が
闘
の
中
の
風
景
を

一
挙
に
照
し
出
す
様
に
、
わ
れ
わ
れ

の
知
性
が
照
明
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
は
神
的
照
明
に
よ

っ
て
真
理
の
認
識
を
獲
る
、
と
言
う
の
で
す
。
一
口
に
い
っ
て
、
こ
の
学
説

ヘ

へ

は
わ
れ
わ
れ
の
真
理
の
認
識
に
か
ん
し
て
、
直
観

と
い
う
も
の
を
重
ん
じ
、
そ
れ
に
中
心
的
地
位
を
与
え
る

学
説

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に

ヘ

へ

反

し

て
、
　

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
的

な

学

問

的

知

識

と

い
う

も

の
は

推

論

を

そ

の
本

質

と

い

た
し

て
お

り

ま

す

。

そ

う

し

て
、

ヘ

へ

　
と
い
う
も
の
は

こ
の
推
論
に
と

っ
て
の
有
力
な
論
理
的
方
法
の

一
つ
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
様

に
神
学
部
の
神
学
者
達

ダ
グ

ム

と
学
芸
学
部

の
哲
学
者
達
は
き
び
し
く
対
立
し
本
質
的
な
抗
争
を
な
し
ま
し
た
。
殊
に
神
学
の
教
義
に
対
し
学
問
的
知
識
　

の
自

律
的
な
独
立
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
極
端
な
合
理
主
義
者
達
が
学
芸
学
部
に
あ
ら
わ
れ
る
と
、
こ
の
対
立
は
頂
点
に
ま
で
押
し
進
め
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
極
端
な
合
理
主
義
者
達
は
ス
ペ
イ
ン
の
"
ル
ド
ヴ

ッ
の
ア
ラ
ビ
ヤ
の
哲
学
者
で
あ

っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
名
高
い
注
釈

家
で
あ
る
ア
ヴ

ュ
ロ
イ
ス
の
名
を
と

っ
て
ア
ヴ

ェ
ロ
イ
ス
主
義
者
と
よ
ば
れ
ま
し
た
。当
時
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
神
学
部

の
教
授
で
あ

り
ま
し
た
が
、
彼
は
ブ
ラ
バ
ン
ト
の
シ
ゲ

ル
ス
等
を
首
領
と
す
る
ア
ヴ

ェ
ロ
イ
ス
主
義
者
達
と
激
し
い
論
争
を
繰
返
し
ま
し
た
。
こ
の
抗



争
は
十
年
以
上
に
わ
た

っ
て
続
い
た
の
で
す
が
、
や
が
て
カ
タ
ス
ト
ロ

フ
が
や

っ
て
来
ま
し
た
。千
二
百
七
十
年
と
七
十
七
年
の
二
度
に
瓦

っ
て
パ
リ
司
教
の
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
タ
ン
ピ

エ
　

は
シ
ゲ

ル
ス
等
ア
ヴ

ェ
ロ
イ
ス
主
義
者
達
の
説

は
異
端
で
あ
る
と
い
う

宣
告
を
布
告
し
ま
し
た
。

エ
チ
エ
ン
ヌ
。タ
ン
ピ
ヱ
は
パ
リ
大
学
神
学
部

の
古
い
卒
業
生
で
あ
り
、
ア
ウ
グ

ス
チ

ヌ
ス
主
義
に
大
き
な
同
情

を
も

っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
抗
争
の
な
か
に
あ

っ
て
、実
は
、
ト

マ
ス
の
立
場
は
微
妙
で
あ
り
ま
し
た
。
ト
マ
ス
は
ア
ヴ

ェ
ロ
イ
ス
主
義
者

の
極
端
な
説
を
攻
撃
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
神
学
部
の
他
の
同
僚
た
ち
と
こ
と
な
っ
て
は

っ
き
り
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
　

ダ
グ
ム

ド
グ

ム

の
立
場
を
と
り
こ
れ
を
神
学
の
教
義
と
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
ア
ヴ

ェ
ロ
イ
ス
主
義
者
は
キ
リ
ス
ト
教

神
学
の
教
義
に
　

の
論
理
を
無
制
限
に
且

つ
外
面
的
に
適
用
し
ま
し
た
が
、
ト
マ
ス
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
自
覚
と
制
限

の
下
に
　

を
体
系
化

の
内
面
的
な
論
理
と
い
た
し
ま
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
知
識
　

は
キ
リ
ス
ト
教

の
智
慧
　

と
矛
盾
す
る
も

の
で
は
な
く
、
調
和
的
な
体
系
の
裡
に
そ
の
位
置
を
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
ト
マ
ス
は
そ
の
体
系
の
樹
立
に
あ
た
っ
て
両
面

の
敵

と
た
ゝ
か
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
方
の
敵
は
さ
き
に
述

べ
た
学
芸
学
部
の
ア
ヴ

ェ
ロ
イ
ス
主
義
者
達
で
す
。
他
面
の
敵
は
神
学

部
の
同
僚
で
あ
る
古
き
修
道
院
的
伝
統
の
擁
護
者
で
あ
る
神
学
者
達
で
す
。
エ
チ
エ
ン
ヌ
。
タ
ン
ピ
エ
の
異
端
宣
告

は
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
て

い
ま
し
た
。そ
の
宣
告
は
直
接
に
は
ア
ヴ

ェ
ロ
イ
ス
主
義
者
達
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
間
接
に
は
ト
マ
ス
の
体
系
に
も
向
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
の
こ
と
に
、第
二
回
自
、
千
二
百
七
十
七
年
の
異
端
宣
告
の
異
端
箇
条
の
幾

つ
か
は
ト

マ
ス
の
学
説
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、

ト

マ
ス
は
亡

っ
て
既
に
三
年
目
で
あ
り
ま
し
た
が
、
ト

マ
ス
の
師
で
あ
り
か
つ
偉
大
な
友
人
で
あ

っ
た
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
は

ト

マ
ス
説
弁
護
の
た
め
立

っ
た
の
で
し
た
。

エ
チ
エ
ン
ヌ
・
タ
ン
ピ

エ
の
異
端
宣
告
は
中
世
の
知
的
世
界
に
お

い
て
劇
的
な
意
味
を
も

う
た
事
件
で
し
た
。
歴
史
の
流
れ
が
ど
の
よ
う
な
方
向
を
た
ど

っ
た
か
は
誰
れ
も
が
御
存
じ
の
通
り
で
す
。
ト
マ
ス
説
は
正
統
と
な
り
、

そ
の
体
系
は
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク
の
最
も
大
き
な
遺
産

と
な
り
ま
し
た
.
ト

マ
ス
が
聖
ト
マ
ス
と
な

っ
た
の
は
十
四
世
紀
で
し
た
。
わ
た
く

し
は
こ
れ
で
わ
た
く
し
の
こ
の
概
括
的
な
話
し
を
終
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に

つ
い
て
の
記
述
は
こ
と
に
概
括
的

す
ぎ
て
不
充
分
で
あ
り
誤
解
を
招
く
ほ
ど
で
は
な
い
か
と
恐
れ
ま
す
。
し
か
し
わ
た
く
し
は
わ
た
く
し
の
話
し
を
終
え
る
ま
え
に
、
ト

マ



ス
以
後
の
パ
リ
大
学
の
歴
史
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
数
行

つ
け
加
え
て
お
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
論
理
学
は
パ
リ
大
学
に
お
い
て
は
他
と

比
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
特
別
な
重
要
性
と
比
重
と
を
も

っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
も
は
や
た
ん
な
る
　

の
う
ち
の
一

つ
、
　

の
う
ち
の
一

つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
パ
リ
大
学
は
そ
の
発
生
の
当
初
か
ら
論
理
学
的
論
議

の
白
熱
的
中
心
地
で
あ

り
ま
し
た
。
ト
マ
ス
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
　

と
い
う
も

の
を
形
而
上
学
を
組
織
化
す
る
内
在
的
な
論
理
と
な
す
こ
と
に
よ

っ
て

美
事
な
体
系
を
作
り
あ
げ
ま
し
た
。
こ
の
論
理
学
に
た
い
す
る
特
別

な
関
心
と
注
意
は
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
数
多
く
の

論
理
学
の
教
科
書
を
生
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
パ
リ
大
学
に
お
い
て
は
特
別

な
比
重
を
も

っ
た
と
こ
ろ
の
論
理
学

の
単
位
修
得
の
為
に
必
要

で
あ

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
と
共
に
論
理
学
は
独
自
で
多
様
な
発
展
を
と
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
日

の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
。
ロ
ジ

ッ
ク
の

ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
観
念
が
萌

芽
の
形
で
な
り

当
時
に
お
い
て
す
で
に
出
擶

っ
て
い
る
よ
う
に
わ
た
く
し
に
は
思
わ
れ
ま
す
.

当
然
、

こ
の
多
様
な
発
展
に
よ

っ
て
 

の
意
味
と
そ
の
評
緬
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
き
ま
し
た
。
　

は
も
は
や
確
実

な
論
誕
の
論
理
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
む
し
ろ
あ
る
人
々
に
と

っ
て
は
　

は
信
用
出
来
な
い
不
確
実
な
議
論
の
論
理
に
過

ぎ
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
様
に
、
論
理
学
の
多
様
な
発
展
は
ス
コ
ラ
ス
テ

ッ
ク
の
体
系
、殊
に
そ
の
形
而

上
学
を
批
判
し
破
壊
す
る
傾
向

ノ
ご
ナ
ヰ
ズ

ム

を
生
み
ま
し
た
。
こ
の
傾
向
は
十
四
世
紀
に
お
け
る
オ

ッ
カ
ム
主
義
、あ
る
い
は
唯
名
論
の
名
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
.
こ
の
形
而
上
学
に
対

す
る
懐
疑
は
逆
に
自
然
学
研
究
を
盛
ん
に
し
、
自
然
研
究
に
お
い
て
観
察
を
重
ん
じ

実
験
を
重
ん
じ
る
態
度
に
導
き
ま
し
た
。ガ
リ
レ
オ
の

出
現
は
近
代
自
然
科
学

に
お
け
る
ひ
と

つ
の
決
定
的
な
飛
躍
で
す
が
、
こ
の
飛
躍
を
準
備
す
る
自
然
観
察
と
実
験

の
蓄
積
と
理
論
の
展
開

が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
と
並
ん
で
、
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
の
パ
リ
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
く
、
こ
の
論
理
学
に
つ
い
て
の
新
ら
た
な
自
覚

と
視
野
は
、わ
た
く
し
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
近
代
の
デ
カ

ル
ト
な
ど
に
み
る
新
ら

た
な
認
識
論
の
展
開
を
準
備
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
こ
の
分
野
に
関
す
る
研
究
は
八,
日
な
お
は
な
は
だ
未
開
拓
な
状
態

で
す
。
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
パ
ジ
大
学

で
の
こ
の
よ
う
な
動
き
は
ス
コ
ラ
ス
テ
ッ
ク
末
期

の
動
き
で
あ
る
と
言

っ

て
良
い
の
か
、あ
ら
た
な
時
代
の
曙
で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
の
か
、
わ
た
く
し
に
は
分
り
ま
せ
ん
。
バ
リ
大
学
を
舞
台
と
す
る
こ
の
よ
う
な



動
き
と
は
べ
つ
に
、
パ
リ
大
学
の
外
に
全
く
別
な
地
点
で
あ
た
ら
し
い
思
想
の
う
ご
き
が
生
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
千
三
百
西
年
、

イ
タ
リ
ヤ
　

の
地
に
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
生
れ
ま
し
た
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
誕
生
と
共
に
古
い
　

の
人
文
主
義
が
新
ら

へ

し

い
光
を
も

っ
て
復
活
し
て
来
る
の
で
す
。

こ
の
事
は

ア
ル
プ

ス
の
北
側

に
お

い
て
真
理

で
あ
る
。

ア
ル
プ

ス
の
北
側

と
そ

の
南
側

、
す
な
わ
ち
、
イ
タ
リ
ヤ
と

で
は
事
情
を
少
し
く
異

に
す
る
。た
と
え
ば
、
イ
タ
リ

ヤ
の
古

い
大
学

で
あ

る
　

大
学

、
　

大
学

は
少
く
と
も
そ

の
起

源
に
お

い
て
宗
教
的
色
彩
を

持
た
な

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
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註

㈱

当
時

パ
リ
大
学
神
学
部

の
教
授
達
は
自

ら
を
神
学
者
　

と
称
し

、学
芸
学

部

の
教
授
達
は
自
ら
を
哲
学
者
　

と
称
し

た
。

　と
　

の
関
係

は
微
妙
な
お
ゝ
く

の
問
題
点
を
含

ん
で
い
る
。

そ
れ
は

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
所
謂

〃
古
き
論

難
学

"
と

〃
新
し
き
論

理
学
"
の
区
別

に
も
関
係
を
も

つ
も

の
と
お
も
わ
れ
る
。

わ
た
く

し
は
後

日
を
期

し
て
こ
の
問
題
点

を
取
扱

い
た
い
と
思
う
。

(
本
学
文
学

部
助
教
授

・
倫
理
学

)
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