
ソ

ル

ボ

ン

ヌ

一
九

七
九

年
ー

一
九

八

〇
年

・/

永

冶

日

出

雄

新

し
い

シ
ー
ズ

ン
を
迎

え
た
オ
ペ
ラ
座

で
は
、
グ

ノ
ー

の
歌
劇

『
フ
ァ
ウ

ス
ト
』
が
上
演

さ
れ
て
い
た
。

メ
フ

ィ
ス
ト
テ
レ
ス
に
導
か
れ

て
、
若

返

っ

た
碩
学
が

学
生

た
ち
の
盛

り
場

に
現
れ
る
舞
台
と
施
律
は
、
パ
リ
で
生
活
を

開

始
し
た
私

の
心
に
、
深
く
滲
込

ん
で
き

た
。
中
世

の
面
影
を
と
ど

め
る

カ

ル
チ

ェ
・
ラ
タ

ン
を
毎

日
の
よ
う

に
往
来

し
な
が
ら
、
私
も
ま
た
青
春

の
自

由
と
情

熱
を
取
戻

し

つ
つ
あ

っ
た
か
ら
で
あ

る
。

悪
魔
と

の
怖

ろ
し
い
約
束
が

な
い
か
わ

り
に
、

ヨ
ー

ロ
ヅ
パ
に
お
け
る
私

の
滞
在
は
、

一
年

の
予
定

に
す
ぎ

な
か

っ
た
。
文
部
省
と
大
学

か
ら
許
さ
れ

た

一
年
と

い
う
長
さ
は
、

留
学
の
成
果

を
あ
げ

る
た
め
に
け

っ
し
て
充
分

で

は
な

い
が
、
亡
う
し
た
機
会
を
得
る

こ
と
す
ら
、
現
在

の
勤
務
条
件
が
続
く

か
ぎ
り
、

二
度
と
期
待

で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
得
が

た
く
貴
重

な
月

日

を
、
自
己

の
学
習
や
研
究
だ
け
で
な
く
、

み
ず

か
ら

の
人

生
全

体

の

た

め

に
、

い
か
に
す
れ
ば
、
も

っ
と
も
有
効

に
用

い
う
る
か
、

と
私

は
思
い
悩

ん

だ

の
で
あ
る
。
長
く
は
な
か

っ
た
が
、

一
九
七
八
年

に
は
じ
め
て

フ
ラ

ン
ス

に
滞
在

し
た

の
を
契
機
と
し

て
、
み
ず

か
ら

の
魂
が
根
底

か
ら
揺

ぶ
ら
れ
、

自
己

の
意
識
と
関
心
が
、
新
た
な
方
向

へ
進
み
は
じ

め
た
こ
と
を
私
は
感

じ

て
い
た
。
そ
れ
は
会
話
す
る
能
力
が
上
達
し
た
り
、
知
ら
れ
ざ

る
文
献

を
入

手
す

る
こ
と

に
比

し
、
は
る

か
に
大
切
な
事
柄

で
あ
る
。
た
し
か
に
今

回
の

出
張

に
お
け
る
主
要
な
課
題

の
ひ
と

つ
は
、
十

八
世
紀

の
啓
蒙
思
想
家

エ
ル

ヴ

ェ
シ
ウ

ス
の
伝
記
的
資
料
を
蒐
集
し
、
彼

の
子
孫

に
よ
り

い
ま
も
保
存

さ

(
1

)

れ

て
い
る
城
館

ヴ

ォ
レ
を
訪
ね
る

こ
と

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
人

々
が

在
外

研

究
員

と
い
う
言
葉

か
ら
推
測
す
る

よ
う

に
、
図
書
館

で
の
文
献
調
査

や
教

育
施

設

の
視
察

に
没

入
す

る
こ
と
が
私

は
で
き
な

か

っ
た
。
む
し
ろ
祖
国
と

家
族

か
ら
離

れ
た

一
日

一
日
を
、

い
わ
ば
自
己
形
成

の
再
開
と

み
な

し
、

ヨ

ー

ロ
ッ
パ
の
文
化

と
生
活

を
無
我
夢
中

で
把
握

し
よ
う
と

つ
と

め
た

の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
私

は
大
学

で
の
授
業

や
学
術
的

な
会
合

で
、
多
く

の
学
生

・
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研
究
者
と
接
触
す

る
と
と
も

に
、

パ
リ
に
存
在
す
る
沢
山

の
劇
場

・
教
会

・

博
物
館

に
足
繁
く
赴
き
、
さ
ら

に
は
市
井

の
雑
沓
に
身
を
置

い
て
、
庶

民
の

苦
楽
労
逸
を
観
察
す
る

こ
と

に
な

っ
た
。

パ
リ
に
到
着
し
た

の
は
、
彼
岸

を
過
ぎ
て
ま
も
な
く
で
あ

る
が
、

サ

ソ

・

ミ
ッ
シ

ェ
ル
大
通
り
や
リ

ュ
ク
サ
ソ
ブ

ー
ル
公
園

の
マ
ロ

ニ
エ
は
、
す

で
に

黄
金
色
に
燃
え
て

い
た
。
し
か
し
、
夏

の
バ
カ

ン
ス
は
な
か
な
か
終
ら
ず
、

新
し

い
学
期
が
パ
リ
大
学
で
始
ま

っ
た
の
は
、
落
葉

の
目

だ
ち
か
け

た
十

一

月
で
あ
る
。
発
表
さ
れ
た
時
間
割

を
調
べ
、
指
導
を
受
け

る
教
授

と
連
絡

を

と
り
な
が
ら
、
私
は

ソ
ル
ボ

ソ
ヌ
で
大
学
院

に
相
当
す

る
い
く

つ
か
の
授
業

を
聴
講
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ

の
な
か
に
は
学
期

の
途
中

か
ら
参
加

し
た

の
も
あ
り
、
後
期

は
出
席

し
な
い
の
で
終

っ
た
の
も
あ
る
が
、
教
育
学

に
関

す
る
授
業
は
ひ
と

つ
だ
け
で
、
他

は
哲
学

や
文
学
や
史
学

の
授

業

で

あ

っ

た
。
研
究
課
題
と
す

る

フ
ラ

ソ
ス
啓
蒙
思
想
が
、

た
と
え
ぽ
ル

ソ
ー
の
著
作

の
よ
う
に
た
ん
に
学
習
と
教
育
の
問
題

に
限
ら
ず
、
政
治

・
社
会

・
哲
学

・

芸
術
な
ど
広
汎
な
領
域

に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
私

は
十

八
世
紀
文
学
や
ウ

ラ
ン

ス
革
命

史

の
演
習

に
も

手
を
伸
ば

し
た
。

し
か
し
、

こ
う

し
た
選
択

へ
と
導

く
最

大
の
原

因
は
、

フ
ラ

ソ
ス
の
大
学

に
お
け

る
教
育
学
研
究

の
現
状

に
あ

っ
た
と

い
え

よ
う
。

私

た
ち
が
異
国

に
旅
す
る
意
義

の
な

か
に
は
、
言
葉
や
書
物

か
ら
造
り
あ

げ

た
思
込
み
を
、
事
実

と
経
験

と
に
よ

っ
て
修

正
す

る
こ
と
が
含
ま
れ
る
。

大
学
と
か
学
界
と
か

い
う
言
葉

を
み
れ
ば
、
私

た
ち
は
無
意
識

の
う
ち

に
、

日
本

と
同
じ
よ
う
な
講
座

の
編
成

・
授
業

の
形
態

・
研
究
者

の
構
成
を
想
定

す
る
。
け
れ
ど
も
、

フ
ラ

ソ
ス
へ
の
留
学

を
準
備
す

る
者

は
、
教
育
制
度

の

著

る
し
い
相
違
、

と
り
わ
け
パ
リ
大
学

の
複
雑
奇
妙

さ
に
、
だ
れ

し
も
困
惑

す

る
に
ち
が

い
な
い
。

フ
ラ

ソ
ス
の
大
学

は
す

べ
て
国
立

で
あ

り
、
首
都

に
は

パ
リ
大
学

し
か
存

在

し
な
い
。

一
九

六
八
年

の
五
月
革
命

の
あ

と
、

パ
リ
大
学
は
十
三

に
分
割

再

編
さ
れ
、
各

々
が

ほ
ぼ
独
立

し
た
組
織

を
有
す

る
に
い
た

っ
た
。

パ
リ
第

一
大
学

(
パ

ソ
テ
オ

ン
ーー
ソ

ル
ボ

ン
ヌ
)

か
ら
第

五
大
学

(
ル
ネ

・
デ

カ
ル

ト
)

ま
で
の
施
設

の
大
半

は
、
由
緒
あ

る
ソ
ル
ボ

ソ
ヌ
周
辺

に
位
置
し
、
伝

統
的

な
ア
カ
デ

ミ
ズ

ム
の
雰
囲
気
が
濃
厚

で
あ
る
。

こ
れ
ら
と

は

対

照

的

に
、

パ
リ
郊
外

に
点
在
す

る
第

八
大
学

(
ヴ

ァ
ソ
セ
ン
ヌ
)

あ
る

い
は
第
十

二
大
学

(
ヴ

ァ
レ

・
ド

・
マ
ル
ヌ
)

は
創
設

か
ら
十
年
あ
ま
り
と
歴
史
も
浅

く
、
そ

れ
ぞ
れ
強
烈

な
個
性

を
も

つ
新
構
想
大
学
と

い
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う

な
十
三

の
パ
リ
大
学

の
な

か
で
、
第
三

(
新

ソ
ル
ボ

ン
ヌ
)
が

言
語

・
文
学

を
、

お
な
じ
く
第
九

(ド

フ

ィ
ー
ヌ
)

が
経
済

・
経
営
を
専
ら
と
す
る
単
科

大
学

で
あ

る
反
面
、
第
五

は
数
学

・
医
学

・
生
物
学

・
教
育
学

な
ど
、

ま
た

第

八
は
法
律

・
経
済

・
文
学

・
心
理
学
な
ど
を
専
門
課
程
と
し
、

む
し
ろ
総

合
大
学
を
感

じ
さ

せ
る
。

し
か
も
、
宏
壮
な

ソ
ル
ボ

ソ
ヌ
の
建
物

を
共
有

し

な
が
ら
、
第

一
お
よ
び
第
四

(
ソ
ル
ボ

ソ
ヌ
)

の
双
方

に
哲
学

の
専
門
課
程

一一94-・



が
、
そ
し
て
第
三
と
第
四

の
双
方

に
文
学

の
専
門
課
程
が
見
出
さ
れ
と

い
う

奇
妙
さ
で
あ
る
。

そ

の
う
え
、
教
育
学
の
分

野
に
お
け
る
研
究
体
制

と
人
的
構
成

を
眺

め
れ

ば
、
日
本

と

の
間

に
は
驚

く
べ
き
相
違
が
存
在

す
る
。

パ
リ
大
学

で
教
育
学

(
教
育
科
学
)

の
研
究

・
教
育
単
位

を
有
す

る
と
こ
ろ
に
は
三

つ
あ
り
、

お

お
ま
か

に
説
明
す
れ
ぽ

、
第
五
大
学

は
教
育
哲
学

・
教
育
史

を
、
第

八
大
学

は
教
育
行
政

・
比
較
教
育
を
、
そ
し
て
第
十
大
学

(
ナ
ン
テ
ー

ル
)

は
教
育

方

法

・
教
育
社
会
学
を
特
色
と
し
て

い
る
。
地
方

で
教

育
学

(教
育
科
学
)

の
研
究

・
教
育
単
位
を
も

つ
の
は
、

カ
ー

ン
大
学
、

ボ

ル
ド
ー
大
学

お
よ
び

グ

ル
ノ
ー
ブ

ル
第

二
大
学

に
す
ぎ
な

い
。
な
お
、

パ
リ
第

一
大
学

に
お
け
る

哲
学

の
研
究

・
教
育
単
位

の
な
か
に
は
教
育
哲
学
の
講
座
が
含

ま
れ
、

ま
た

高
等
教
育
機
関

の
ひ
と

つ
で
あ
る
社
会

科
学
高

等
研
究
院

に
も
教
育
学

の
演

(2
)

習
が
あ
る
と
き
く
。

こ
う
し
た
研
究
体
制

か
ら
推
測

で
き

る
と
お
り
、

フ
ラ

ン
ス
に
お
け

る
教

育
学

の
人
的
構

成
は
か
な
り
稀
薄

で
あ

る
。

そ
こ
に
は
教
育
哲

学
会
も
教
育

史
学
会
も
見

だ
さ
れ
な
い
。

と
は
い
え
、

パ
リ
の
国
立
教
育
研
究
所

か
ら
は

教
育
史

の
研
究
者

一
覧
が
発
行

さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
付
記

さ
れ
た
研
究
者

(3
)

の
社
会

的
地
位

と
専
門
分

野

の
調
査

結
果
は
、

大
変

に
興
味

ぶ
か

い
。

ま
ず
研
究
者

の
社
会
的
地
位

で
あ

る
が
、

登
録
さ
れ
た
二
三

二

名

の

う

ち
、
高
等
教
育

に
勤
務
す

る
者

は
半
分

に
近

い

一
〇

五
名
。

そ

の
内
訳
は
教

授

三
二
、
助
教
授

一
〇
、
講
師
三
五
、
助
手

=

一、
外

国
人

一
〇

で
あ

る
。

残

り
の
半
分

は
、
研
究
所

の
所
員
二
三
名
、
古

文
書
官

八
名
、
初
等

・
中
等

教
育

の
教
員
七
三
名
、
学
生
六
名
、

そ

の
他

十
七
名
と

な

っ
て
い
る
。

つ
ぎ

に
高
等
教
育
お
よ
び
研
究
所
に
勤
務
す

る

=

一
八
名

の
専
門
分

野

を

み

る

と
、
歴
史

六
五
名
、
教
育
学

二
十
名
、

社
会
学
十

一
名
、
哲
学

七
名
、
文
学

四
名
、
法
律
四
名
、
言
語
学
二
名
、

そ

の
他

十
五
名
と

さ
れ
、
教
育
学
を
専

門
と
す

る
者
は
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
に
充

た
な

い
。
さ
ら
に
検
討

す

る

な

ら

ば
、
教
育
史

を
研
究
す
る

こ
れ
ら
二
三
二
名

の
う
ち
、

大
学
に
お
い
て
教
育

学

を
担
当
す

る
教
官

は
わ
ず

か
十
六
名
に
す
ぎ
ず
、

そ

の
内
訳

は

教

授

六

名
、
助
教
授

三
名
、
講
師

四
名
、
助
手
三
名
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
そ

し
て
、
教
育
哲
学

の
担
当
者
が
、
し
ば

し
ば
教
育
史

の
研
究
者

を
も
兼

ね
る

傾
向

は
、

日
本

の
場
合
と
同
様
で
あ

る
。

研
究
者

の
現
状

に
関
す

る
こ
う
し
た
調
査
結
果
は
、

日
仏

の
間
に
著

る
し

い
相
違

を
感

じ
た
私

の
印
象
を
、
確
証
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

日
本

の
教

育
哲
学
会

と
教
育
史
学
会

は
、
と
も

に
五
〇
〇
以
上

の
会
員
を
擁
す
る
が
、

そ

の
大
半

は
教
育
学
者
や
教
育
学

の
大
学
院
生
で
あ
り
、
哲
学
や
歴
史

を
専

門

と
す
る
人

々
が
、

こ
れ

ら
の
学
会

に
加
入
す
る
例
は
稀

で
あ
る
。

フ
ラ

ソ

ス
の
実
情

と
は
逆

に
、

日
本

で
は
教
育
学
者

に
人
材
が
多
す
ぎ
、
他

の
分
野

の
研
究
者
に
は
、
教
育
学

へ
の
関
与
が
少

な
す
ぎ

る
と
も

い
え
よ
う
。

自
分

の
視
野
を
教
育

の
領
域
だ
け

に
限
定

せ
ず
、
歴
史
や
文
学

の
授

業
に

本
顔
を
だ
し
、
社
会

の
多
様

な
文
化
活
動

に
ま
で
眼
を
向
け
た

こ
と
は
、

そ

れ
ほ
ど
見
当

は
ず
れ

な
試

み
で
は
な

か

っ
た

よ
う

で
あ
る
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
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お
け
る

ル
ソ
ー
の
全
集
刊
行

や
記
念
行
事

に
は
、
教
育
学
者

の
尽
力

は
ほ
と

ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
し
、

輸
入
さ
れ
る

フ
ラ

ン
ス
教
育
史

の
書
物
が
、

し
ば

し
ば

歴
史
学
者

の
著
作

で
あ

る
こ
と
は
、
以
前

か
ら
気
が

つ
い
て
い
た
。
渡

欧
し
て
か
ら
見
聞
し
た
国
際
児
童
年

に
ち
な
む
い
く

つ
か
の
行
事
も
、

か
な

り
貧
弱
で
退
屈

で
あ

っ
た
。
む
し
ろ
ブ

ー

ロ
ー

ニ

ュ
の
森

の

『
民
衆
伝
統
技

芸
博
物

館
』
で
、
期
待
も
せ
ず

に
立
寄

っ
た
特
別
展

示

『
医
学

と

民

衆

技

芸
』
お
よ
び

『
宗
教
と
民
衆

の
伝
統

』
に
、
私

は
感

銘
を
受
け

た
。
そ

こ
で

は
各
時
代

に
お
け
る
出
産

・
飲
食
物

・
遊
戯
、

さ
ら
に
は
ク
リ

ス
マ
ス

・
カ

テ
キ
ス
ム

・
宗
教
劇
な
ど

の
豊
富
な
資
料
が
陳
列
さ
れ
、
青
少
年

の
発
達

と

生
活
が
、
あ
ら
ゆ
る
角
度

か
ら
映
し
だ
さ
れ
て
い
た

の
で
あ

る
。

そ
の

一
年
ま
え

ル
ソ
ー

・
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
没
後

二
百
年
記
念

の
国
際
研
究

集
会

に
参

加
し
た
と
き
、
私

は
フ
ラ

ン
ス
十

八
世
紀
学
会

の
会
長
で
あ

る
ブ

ラ
ヴ

ァ
ル
氏

に
面
会
を
申

し
入
れ
、
集
会

の
翌
日

に
自
宅

に
招

い

て

頂

い

た
。
氏

は
、

パ
リ
第

一
大
学

の
哲
学
教
授

で
あ
り
、
復
刻
さ
れ
た

エ
ル
ヴ

ェ

シ
ウ

ス
全

集
に
長

い
序
文

を
執
筆

し
て
お
ら
れ
る
。
私
は
在
外
研
究
員
と
し

て
滞
在
す
る
と
き

に
は
、
ブ

ラ
ヴ

ァ
ル
教
授

に
師
事
す

る
つ
も

り

で

い

た

が
、
残
念

に
も
す

ぐ
翌
年

に
定
年
退
官

さ
れ

た
。
現
代

の
フ
ラ
ン
ス
で

エ
ル

ヴ

ェ
シ
ゥ

ス
の
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
専
門
研
究
者

で
あ

る
ベ

ッ
ス
氏
は
社
会
的

な
要
職

に
あ
り
、

指
導

を
お
願
い
す
る
に
は
あ
ま

り
に
も
多
忙

な

の

で

あ

る
。そ

こ
で
私
は
当
初

の
計
画
を
改
た

め
、

パ
リ
第
四
大
学

の
ポ

モ
ー
教
授

の

授
業
を
ま
ず
聴
講

し
よ
う
と
考
え
た
。
氏
は
ヴ

ォ
ル
テ
ー

ル
の
国
際
的

な
権

威

で
あ

り
、
主
著

『
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
の
宗
教
』
は
実
証
的
な
労
作

と
し
て
定

評
が
あ

る
。

ポ
モ
ー
教
授

の
担
当
は
十
八
世
紀

フ
ラ
ン
ス
文

学

の
講
座

で
あ

り
、
そ

の
演
習

に
は
デ

ィ
ド

ロ
研
究
で
令
名
あ
る
中
川

久
定
氏

や
パ
リ
国
際

大
学
都
市

の
日
本
館
館
長
を
さ
れ
た
小
林
善
彦
氏
も
参
加
さ
れ
た
と
き
く
。

ヨ
ー

ロ
ヅ
パ
に
出
発
す

る
ま
え

に
中
川
氏

に
お
会

い
す
る
と
、

「
出
席
す
る

な
ら

一
般
学
生
む

け
の
講
義

で
は
な
く
、
大
学
院

の
演
習

の
ほ
う
が
よ

い
で

し

ょ
う
。

一
度
ぐ

ら
い
日
本

に
お
け

る
研
究

の
現
状
な
ど

に
つ
い
て
、
話
す

こ
と
を
求

め
ら
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
私

た
ち
年
輩

の
聴
講
者
に
は
、

演
習

の
途
中
で
指
名

し
て
、
な
に
か
答

え
さ
せ
る
こ
と

は
し
な

い
と
思

い
ま

す
、
」
と
微
笑
さ
れ
た
。

ア

メ
リ
カ
の
大
学

の
授
業

で
は
、

毎
週

の
よ
う
に

多
く

の
文

献
を
消
化

す
る
こ
と
を
課

せ
ら
れ
、
非
常
な
負
担

で
あ

る
と
聞

い

て

い
た

の
で
、
こ
う
し
た
助

言
で
私

の
気
持

は
か
な
り
楽

に
な

っ
た
。

私
が
大
学
で
聴

講
す

る
こ
と
に
重
点
を
置

い
た
の
は
、
授
業

の
有
様
や
学

生

の
様
子
を
知
り
た

い
か
ら
で
あ

る
が
、
も
う

ひ
と

つ
の
理
由
が
秘

め
ら
れ

て
い
る
。
日
本

の
研
究
者
が
パ
リ
で
専
門
家

に
面
会
を
求

め
て
も
、
与
え
ら

れ
る
時
間
は
十
五
分
が
普

通
で
、

と
き

に
は
五
分
さ
、ら

い
と

い
う
。
ブ

ラ
ヴ

ァ
ル
氏
を
は
じ

め
、
私
が
煩
わ
し
た
多

く

の
方
・々

は
、
丁
寧

に
応
対

し
て
く
だ

さ

っ
た
が
、

い
ろ

い
ろ
考
え

て
訪
ね
て
も
、
挨
拶

の
程
度

で
終

っ
た
こ
と
も

一96一



あ

る
。

そ
し
て
、
数
年

を
か
け

て
論
文
を
作
成
し

つ
つ
あ
る
若

い
留

学
者

と

は
異

っ
て
、
在
外
研
究
員

に
は
研
究
が
進
捗
す
る
毎

に
、

面
会
と
指
導

を
求

め
る

こ
と
も
、
そ
れ

ほ
ど
容
易
で
は
な

い
。
し
か
し
、
授
業

に
出
席

し
て
お

れ
ぽ
、
週

に

一
回
は
顔
を
合
わ
せ
る
し
、

い
ち
い
ち
断

ら
な
い
で
も
、
休
む

こ
と
が

で
き
る
。
実

際
に
外
国
に
お
け
る
無
数

の
苦
労

の
な
か
で
も
、
手
紙

や
電
話

で
日
時
を
打

合
せ
、

訪
問
し
た
り
面
会
す

る
こ
と

ほ
ど
、
心
身
を
消

耗
す
る
仕
事

も
す
く

な
い

の
で
あ

る
。

コ
レ
ー
ジ

ュ
・
ド

・
ラ

・
ソ
ル
ボ

ン
ヌ
を
前
身
と
す
る
パ
リ

第

四

大

学

は
、
象
牙

の
塔

の
風
格
が
も

っ
と
も
保
持
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
と
き
く
。

ポ

モ
ー
氏
は
春
風
駝
蕩
と
し
た
長
老
教
授
で
あ
る
が
、
整

然
た
る
講
義

の
仕
方

や
懇
切

丁
寧
な
指
導

に
接
し

て
、

教
育
者

と
し
て
も
す
ぐ
れ

た
能
力

の
持
主

と
感
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
演
習

に
は
旧
制
大
学

の
徒
第
修
業
を
思
わ

せ
る
側
面
も
あ
り
、
講

師

の
ム
ナ

ソ
氏
が

い

つ
も
傍

に
い
て
、
講
義
や
指
導

の
補
佐
を
さ
れ
た
。

私
が
聴

講
し
た
の
は
、
修
士
課
程

お
よ
び
博
士
論
程

の
合
同

の
演
習
で
、

そ
の
年

は
文
学
史

の
研
究
方
法
と
学
術
論
文

の
書
き
か
た
が
主
題
と
な

っ
て

い
た
。
受
講
者
は

二
五
名
ぐ
ら

い
で
、
女
子
学
生
も
多

く
、

外
国
か
ら
の
留

学
生
が
半
数
ち

か
く
占

め
て
い
る
。
彼

ら
が
準
備
し
て
い
る
論
文

の
題

目
を

尋

ね
る
と
、

ル
ソ
ー
、

マ
リ
ボ

ー
、

レ
ス
ピ

ナ
ス
、

ロ
ベ

ス
ピ

ェ
ー
ル
に
関

す

る
も

の
が
あ
り
、

ム
ナ
ン
氏
が
現
代
文
学
も
研
究
し
て
お
ら

れ
る
と

の
こ

と

で
、
ボ

ー
ヴ

ォ
ワ
ー
ル
、
プ

ル
ー

ス
ト
を
扱

う
も

の
も
あ

っ
た
。
文
学

の

研
究
と

い

っ
て
も
、

日
本
で
考

え
る
よ
り
も
範
囲
が
広
く
、
哲
学
思
潮
や
政

治
活
動
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

研
究
方

法
と
論
文
執
筆

に
関
す

る
ポ

モ
ー
氏

の
講
義
は
、
私

に
と

っ
て
き

わ
め
て
有
益

で
あ

っ
た
。
教
授

は
論
文

の
完
成

に
い
た
る
四

つ
の
段
階
を
区

別
さ
れ
、
①
資
料

の
蒐
集
、
②
資
料

の
検
討
、
③
論
文

の
構

成
、
④
論
文

の

執
筆
、

に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
数
回
に
わ
た
り
説
明
さ
れ
た
。

ま
ず
国
立
図

書
館

の
利
用
を

め
ぐ

っ
て

一
週
が
費

や
さ
れ
、

つ
ぎ

に
専
門
研
究

を
す

る
た

め
の
基
本
文
献
が

教
え
ら
れ
た
。
な

か
で
も
重
要
な

の
は
、

フ
ラ
ン
ス
十

八

世

紀
に
関
す
る
研
究
書

誌
で
あ

る
。
研
究
書
誌

に
も

い
く

つ
か
の
種
類
が

出

版

さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ

ら
を
併
用
す
れ
ぽ
、
研
究
対
象
で
あ
る
人
物
や
事

柄

に

つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
文
献
が
存
在
す
る

か
、
を
把

握
す
る
こ
と
が

で

き

る
。

た
と
え
ば
、

ル
ソ
ー
の

『
告
白
』
や
旧
制
度
に
お
け
る
女

子
教

育
に

つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
原
典
、
翻
訳
、
研
究
書
、
雑
誌
論
文
、
書

評
が
公

に

さ
れ

た
か
、
を
知
り
う
る

の
で
あ
る
。
第
二

の
段
階
と
さ

れ
る
資
料

の
検
討

に
関

し
て
は
、
文
献
的
な
仕
事
を
興
味

ふ
か
く
感

じ
た
。
原
典

の
校
閲
や
草

稿

の
処
理

に
伴
う
さ
ま
ざ

ま

の
問
題

に

つ
い
て
、

ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
や

フ

ロ
ベ

ー
ル
の
作
品
を
例
と
し
て
説
明

さ
れ

た
。

フ
ラ
ン
ス
の
大
学
で
は
こ
う
し
た
研
究
者

へ
の
基
礎
的
な
訓
練
が
、
ど

の

分
野
で
も
与

え
ら
れ
、

こ
れ
が
終

る
と
、
第

一
線

の
専
門
家
と
同
じ
水
準

で

探
究

し
、
論
議

す
る

こ
と
が
求

め
ら
れ

る
と

い
う
。
日
本

で
は
個

々
の
研
究

者
が
、
出
発

の
時
点

か
ら
孤
立

し
、
暗
中
摸
索

し
な
が
ら
進
む

の
が
普

通
で
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あ
る
。
私

の
経
験
か
ら
し
て
も
、

フ
ラ

ソ
ス
啓
蒙
思
想

を
主
要

な
課
題
と

し

な
が
ら
、
そ

の
時
代

の
著
作

を
理
解
す

る
に
は
、

い
か
な
る
辞
書

や
地
図

や

人
名
辞
典
が
も

っ
と
も
役

立

つ
か
す
ら
、

な
が
く
気
付

か
な
い
で
い
た
。
幾

世
代

の
努

力
を
蓄

績
し
う
る
文
献

目
録

や
研
究
書
誌
が
、
特
定

の
問
題
を
別

と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
作

成
さ
れ
な
い
こ
と

は
、

日
本

の
人
文
科
学

お
よ
び
社

会

科
学

の
憂
慮
す
べ
き
欠
陥

で
あ

ろ
う
。

四

教
育
学
の
専
門
課
程
を
も

つ
大
学

の
な
か
で
は
、

ス
ニ
デ

ル
ス
、

レ
オ

ン

の
両
教
授

を
擁

す
る
パ
リ
第

五
が
、
規
模
も
大
き
く
、
も

っ
と
も
知

ら
れ

て

い
る
。
し
か
し
、
第
五
は
留
学
生

の
受
入
れ
に

つ
い
て
配
慮
が
乏

し
い
、

と

数
名

の
日
本
人
か
ら
き
い
て
い
た
。
自
分
が
得

た
感
触
も

そ
う
し
た
印
象

に

近

か

っ
た

の
で
、
私

は
パ
リ
第

一
大
学
で
ウ

ル
マ
ン
教
授

の
教
育
哲
学
演
習

を
受

講
す
る

こ
と
に
き
め
た
。
満

足
に
話

し
も
で
き
ず
、
気

の
多

い
在
外
研

究
員
が
、
歓

迎
さ
れ

な
い
の
は
当
然

と
も

い
え

る
が
、
勤
勉

で
礼
儀

た
だ

し

い
日
本

人
を
指
導

し
た
こ
と
の
あ

る
教
授

は
、

や
は
り
私

た
ち
に
好
意
的

で

あ

る
。

ウ

ル
マ
ソ
氏

と
ブ

ラ
ヴ

ァ
ル
氏

に
師
事

さ
れ
た
石
堂
常
世
さ

ん
や
谷

川
多
佳

子
さ
ん
と
知
合

っ
た
の
は
幸
運

で
あ
り
、

こ
れ
ら

の
人
達

の
助
言
が

な
け

れ
ば
、

パ
リ
第

一
の
哲
学

の
研
究

・
教
育
単
位

の
な

か
に
、
教
育
哲
学

の
講
座
が
含

ま
れ

る
こ
と
す
ら
、
見
逃

し
て
い
た
で
あ

ろ
う
。

ウ

ル
マ
ソ
教
授

の
主
要

な
関
心
は
、
青
少
年

の
調
和
的

な
発
達

と
い
う
問

題

に
向
け
ら

れ
、

一
九

六
四
年

に
刊
行
さ
れ
た

『
自
然
と
教
育

ー

体
育

お

よ
び
徳
育

に
お
け
る
自
然

の
概
念
』
は
、
道
徳

・
政
治
科
学

ア
カ
デ

ミ
ー
の

大
賞

を
受
け

た
名
著

で
あ
る
。
氏

の
演
習

の
形
態
は
、
ポ

モ
ー
教
授

の
そ
れ

と
非
常

に
相
違

し
て
い
た
。
秋

か
ら
始
ま

っ
た
前
期
は
、
教
育
と
他

の
人
間

活
動
、
す

な
わ
ち
政
治
、
経
済
、
集
団
行
動
、
精
神
分
析
な
ど
と

の
関
連
が

究
明

さ
れ
、

二
月

か
ら
の
後
期

に
は
、
古
代

か
ら
現
代

に
か
け
て
、

い
く

つ

か
の
重

要
な

教
育
思
想

が
検

討
さ
れ

た
。

し
か
し
、

ウ
ル

マ
ン
氏
が
担
当
さ

れ
る

の
は
、

全
体

の
企
画

と
四
度

に
わ
た
る
概
説
だ
け

で
、
大
半

の
週
は
ほ

か
の
教
官

や
研
究
者

に
よ

っ
て
独
立

し
た
講
演
が
行
わ
れ
る
。

演

習
の
後

期
は
典
型

的
な
教
育
思
想
史

と
感

じ
ら
れ
る
が
、
参
考
ま
で
に

各

週

の
課
題

と
講
演
者

と
列
記

し
て
み

ょ
う
。
①

二
月

一
日

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス

(
テ

ィ
レ
)

②

二
月

八
日

コ
メ

ニ
ウ
ス

(
ク

ロ
ッ
キ

イ
)

③
二

月

一
ご
一
日

ラ
ミ

ィ

(ポ

リ
テ

ィ
ス
夫
人
)

④

二
月

二
九
日

概

説

1

(
ウ
ル

マ
ソ
)

⑤

三
月
七

日

ル
ソ
ー

(
ブ

ラ
ヴ

ァ
ル
)

⑥
三
月
十
四

日

へ
ー
ゲ
ル

(
マ
ッ
シ

ュ
レ
イ
)

⑦
三
月

二

一
日

ア

ラ
ソ

(
ウ

ル
マ

ソ
)

⑧
三
月

二
八
日

概
説

H

(
ウ
ル

マ
ソ
)

⑨
四
月
十

八
日

マ
ル

ク
ー
ゼ

(
モ
レ
ル
)

⑩

四
月

二
五
日

概
説

W

(
ウ

ル

マ
ン
)

⑪
五
月

二
日

概
説

W

(
ウ

ル

マ
ソ
)

⑫
五
月
九
日

教
育
科
学
と
教
育
哲
学
1

(
共
同
討
議
)

⑬
五
月
十
六
日

教
育
科
学
と
教
育
哲
学
H

(
共
同
討
議

)

こ
れ
ら

の
講
演
者
は
各

々
の
課
題

に
つ
い
て
の
専
門
家
で
あ
り
、
た
と
え

ば

マ
ッ
シ

ュ
レ
ー
氏

は
パ
リ
第

一
の
哲
学

の
講
師
、
ブ

ラ
ヴ

ァ
ル
氏
は
退
官
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さ
れ
た
名
誉
教
授
。
ま
た
前
期

に
教
育
と
集
団
活
動

の
関
係

を
論
じ
ら
れ
た

ア
ル
ド
イ

ノ
氏
は
、
パ
リ
第
八
大
学

の
教
授
で
、
産

業
心
理
学
を
担
当

し
て

お
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
形
態

は
大
学
院

の
演
習

で
は
珍

ら
し
く

な

い

よ

う

で
、
各
大
学
や
各
領
城

の
間

の
交
流
が
日
常
的

に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
聴
講
者
も
大
学
院
生
よ
り
、

む
し
ろ

一
般
社
会
人

や
学
校
教
師

の
参
加

が
上
ま
わ
り
、
時
間
帯
も
し
ぼ

し
ぼ
夕
方

や
土
曜

に
置

か
れ

て
い
る
。
と
く

に
学
年

の
末
頃
に
は
、
平

素
は
受
講

し
て
い
な
い
卒
業
生
や
国
内

お
よ
び
国

外

の
専

門
研
究
者

に
も
案
内
が
出

さ
れ
、
充
実

し
た
研
究
集
会
や
共
同
討
議

が
催
さ
れ
て
、
有
終

の
美
を
飾

る
の
で
あ

る
。

ソ
ル
ボ

ソ
ヌ
は
単
位

や
学
位

を
取
得
す

る
た
め
、
正
規

に
登
録
す
る
手
続

は
容
易

で
は
な
い
が
、
授
業

を
受
け

る
こ
と

は
、
担
当
す

る
教
授

の
諒
承
だ

け
で
可
能

で
あ
る
。
日
本

に
お
い
て
も
他

の
学
園

へ
聴
講

に
通

っ
た
り
、
他

の
研
究
者

の
講
義

を
授
業

の
な
か
に
組

入
れ

る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
私
た
ち

教
官

の
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
大
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
大
学
間

の
壁

の
厚
さ

や
、
制
度
上

の
定

め
の
厳

し
さ
を
考

え
る
と
き
、
私

の
気
持

は
救

い
が
た

い

憂
欝

に
陥

い
る

の
で
あ

る
。

五
フ
ラ

ソ
ス
に
滞
在

し
た

一
年

の
間

は
、
異
常
癒

物
嫡
上
昇
を

別

と

す

れ

ば
、
特
筆
す

べ
き
動
乱

や
変

革
が
、

西

ヨ
ー

ロ
ヅ
パ
で
は
み
ら

れ

な

か

っ

た
。
と
は

い
え
、
私

の
住
む
国
際

大
学
都
市

で
は
、
毎
週

の
よ
う

に
イ
ラ
ソ

革
命
を
支
持
す

る
大
衆
集
会
が
開

か
れ
、
ま
た

シ
ャ
ソ
ゼ
リ
ゼ
大
通
り
に
面

す

る
ソ
連
航
空

の
支
店

は
、

ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
の
問
題

の
た
め
、

投
石
を
う

け

て
破
壊
さ
れ
た
。
知
合

っ
た
韓
国

の
学
生
は
、
激
動
す
る
祖
国

の
状
況

に

深
刻

で
複
雑
な
反
応

を
示
し
、
演
習

の
中
途
で
姿
を
消
し
た
ア

ラ
ブ
の
青
年

の
背
後

に
は
、
政
治
問
題
が
潜
む
と

の
噂
が
流
れ
た

の
で
あ

る
。

大
学
で

の
授
業
と
会
合

の
帰
り
に
は
、

中
世

の
教
会
建
築

や
古
代

ロ
ー

マ

の
遺
蹟

の
脇
を
抜
け
た
あ
と
、
学
生
た
ち

の
盛
り
場
や
地
下
鉄
の
通
路

で
、

あ
ら
ゆ
る
人
種
、
言
語

、
容

貌
、
服

装
の
喧
騒
と
雑
・沓
に
出
逢
う

の
が

つ
ね

で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら

の
群
衆

の
熱
気
と
迫
力

の
な
か
に
、
私

は
変
貌
す

る
世

界

の
酒

々
た
る
潮
流
を
感

じ
、
さ
ら
に
は
人

生
と
青
春

の
限
り
な
い
多
様

さ

を
考
え
た
。
独
善
と
教
条
を

斥
ぞ
け
、

「世

間

(
冨

§
8
α
o
)
」

に

踏

入

り
、

「
世
間
」
と

い
う
大
き
な
書

物
か
ら
学

べ
、

と
語

る

モ
ソ
テ
ー

ニ
ュ
や

デ

カ
ル
ト
の
言
葉
が
、
同
時
に

「世
界

」
を
も
意
味
す
る
こ
と
を
、

こ
こ
で

私
は
実
感

し
た

の
で
あ
る
。

(
1
)

(
2
)

註
拙
稿
、

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ゥ

ス
ー

知
ら
れ
ざ

る
哲
学
者

へ
の
旅

路

(松

島
鈎

ほ
か
、
世
、界

の
教
育
を
築

い
た
人
び
と

第

三
巻

フ
ラ

ン
ス
、

ぎ

ょ
う

せ
い
、

一
九
八

一
年

刊
予
定

、
所
収
)

フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
大
学
再
編
は
な
お
流
動
的
で
あ

る
。

と
く
に
昨

年

の
七
月

に
は
、
政
府

か
ら
大
幅
な
合
理
化
と
実

用
化

の
計
画
が
発
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(
3
)

表

さ
れ
、
騒
然

た
る
反
響
を
呼

ん
で
い
る
。
ζ
れ

に
よ
る
と
教
育
学

の
修
士

・
博
士
課
程
も

い
く

つ
か

の
大
学

に
お

い
て
廃
止
あ
る
い
は

縮
小
さ
れ

る
。
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