
紹
　
介

児
玉
善
仁
著

『
イ
タ
リ
ア
の
中
世
大
学

一
そ
の
成
立
と
変
容
一
』

　
大
学
の
「
改
革
」
は
今
日
、
全
世
界
的
に
課
題

と
さ
れ
て
い
る
。
主
要
先
進
国
の
大
学
が
大
衆
化

の
時
代
を
迎
え
て
久
し
く
、
日
本
で
は
金
入
時
代

と
言
わ
れ
る
現
象
も
生
じ
て
い
る
。
と
は
い
え
、

そ
の
誕
生
以
来
、
大
学
と
は
絶
え
ず
変
化
し
続
け

る
組
織
で
も
あ
っ
た
。
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
初

め
て
「
大
学
」
と
い
う
組
織
が
誕
生
し
た
当
時
、

そ
こ
で
学
ん
で
い
た
人
々
は
、
現
代
に
お
け
る
よ

り
も
い
っ
そ
う
の
多
様
性
を
帯
び
た
集
団
だ
っ
た

と
い
え
る
。
貴
族
出
身
の
遊
蕩
学
生
が
い
れ
ば
、

そ
の
使
い
走
り
を
し
て
生
活
費
を
稼
ぐ
苦
学
生
も

い
る
。
い
ま
だ
ラ
テ
ン
語
の
お
ぼ
っ
か
ぬ
青
年
か

ら
、
既
に
～
定
の
地
位
を
得
て
い
る
壮
年
の
留
学

者
ま
で
、
年
齢
層
も
様
々
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
出

身
地
は
、
キ
リ
ス
ト
教
界
全
域
に
及
ん
で
い
た
ほ

か
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
大
学
か
ら
大
学
へ
と
逓
麗

し
、
方
々
で
乱
痴
気
騒
ぎ
を
繰
り
広
げ
る
一
方
、

活
発
な
知
的
交
流
を
行
な
っ
て
も
い
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
中
世
大
学
の
様
子
に
つ
い
て
、
児
玉

善
仁
氏
は
既
に
訳
書
『
中
世
イ
タ
リ
ア
の
大
学
生

活
』
（
グ
イ
ド
・
ザ
ソ
カ
ニ
ー
二
著
、
平
凡
社
、

一
九
九
〇
年
）
に
て
、
教
師
や
学
生
た
ち
の
活
き

活
き
と
し
た
姿
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
舞
台
と

な
っ
た
「
世
界
最
古
の
大
学
」
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
法
科

大
学
を
は
じ
め
、
本
書
に
お
い
て
は
、
大
学
組
織

そ
の
も
の
の
成
立
過
程
と
、
そ
の
機
能
の
変
遷
が

論
じ
ら
れ
る
。
以
下
に
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し

た
い
。

　
序
章
と
終
章
の
ほ
か
一
四
章
か
ら
な
る
本
書
は
、

全
五
部
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
第
工
部
　
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
法
科
大
学
の
成
立
と
組

　
　
　
　
　
織
構
造

　
第
H
部
　
法
学
学
位
の
惨
事
姓

　
第
皿
部
　
　
「
医
学
部
」
の
成
立
と
組
織
の
変
容

　
第
N
部
　
医
学
の
教
育
制
度
化
と
学
位
の
意
義

　
第
V
部
　
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
地
方
性
と
普
遍
性

　
こ
の
構
成
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
第
－
部
か

ら
第
W
部
ま
で
の
著
者
の
問
題
関
心
は
大
き
く
二

点
に
集
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
学
と
い
う
教

育
機
関
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
複
数
の
人
的
組
織

の
成
り
立
ち
と
、
そ
こ
で
授
与
さ
れ
る
学
位
が
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
法
制
的

観
点
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
な
ぜ
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
法

科
大
学
団
は
、
パ
リ
な
ど
と
は
異
な
り
、
も
っ
ぱ

ら
学
生
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
教
師
を
排
除

し
た
団
体
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
根
源
的
な

問
題
に
解
が
与
え
ら
れ
て
い
く
。
後
者
に
つ
い
て

は
学
位
の
実
効
性
の
根
拠
が
何
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
、
そ
の
内
実
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ

た
か
、
と
い
う
問
題
が
、
法
学
と
医
学
の
学
位
を

対
象
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
さ
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
も
一
組
織
の
制
度
的
変
遷
を
個
別
に
追
う
だ
け

で
は
な
く
、
他
都
市
の
大
学
団
や
職
業
組
合
と
の

関
係
ま
で
も
視
野
に
入
れ
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
影

響
し
つ
つ
変
容
す
る
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
中
世
大
学
の
制
度
化
と
は
、
も
と
も
と
固
有
の

校
舎
さ
え
持
た
な
か
っ
た
大
学
団
が
、
普
遍
権
力

や
各
コ
ム
ー
ネ
の
後
援
の
も
と
、
そ
れ
ら
の
教
育

政
策
や
行
政
制
度
に
取
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
過
程
で

あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
関
係
が
必

ず
し
も
大
学
の
国
際
性
の
喪
失
に
至
ら
な
か
っ
た

例
と
し
て
、
第
V
部
に
お
い
て
焦
点
を
あ
て
ら
れ

る
の
が
、
一
五
世
紀
初
頭
以
来
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共

和
国
の
支
配
下
に
入
っ
た
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
で
あ
る
。

富
裕
層
は
法
学
、
貧
困
層
は
神
学
と
い
っ
た
よ
う

に
、
同
大
学
は
社
会
階
層
に
応
じ
て
必
要
と
考
え

ら
れ
た
学
問
を
提
供
し
、
か
つ
経
済
的
利
益
を
生

170 （454）



み
出
す
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
共
和
国
に
よ

る
積
極
的
な
介
入
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と

こ
ろ
が
同
時
に
、
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
に
よ
る
振
興
政
策
を
背
景
に
各
地
か
ら
学
生
を

集
め
続
け
、
「
地
方
性
と
普
遍
性
」
を
両
立
さ
せ

る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
以
上
の
発
展
を
遂
げ
た
の

で
あ
る
。

　
さ
て
欧
米
に
お
け
る
大
学
史
研
究
は
一
九
世
紀

に
さ
か
の
ぼ
る
伝
統
を
有
し
て
い
る
が
、
近
年
は

ジ
ャ
ッ
ク
・
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
末

期
の
学
識
者
』
（
野
口
洋
二
訳
、
創
文
社
、
二
〇

〇
五
年
）
の
よ
う
に
、
教
育
史
・
学
校
史
の
枠
に

と
ど
ま
ら
ず
、
文
化
や
社
会
、
政
治
と
い
っ
た
広

い
文
脈
と
の
関
わ
り
の
中
で
教
育
や
知
識
人
の
展

開
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
が
増
加
し
て
き
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
中
世
大
学
史
研

究
も
ま
た
大
き
な
発
展
の
兆
し
を
示
し
て
い
る
。

単
磁
と
し
て
読
め
る
も
の
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
パ

リ
大
学
の
諸
相
を
扱
っ
た
田
中
峰
雄
『
知
の
運

動
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
五
年
）
、
広
く

ド
イ
ツ
全
体
を
対
象
と
す
る
平
野
～
郎
『
申
世
宋

期
ド
イ
ツ
大
学
成
立
史
研
究
』
（
名
古
屋
外
国
語

大
学
、
二
〇
〇
一
年
）
等
が
あ
る
。
本
書
は
地
域

と
し
て
は
初
め
て
イ
タ
リ
ア
を
専
門
的
に
取
り
扱

っ
た
研
究
書
で
あ
り
、
時
代
と
し
て
は
大
学
草
創

期
か
ら
中
世
末
期
ま
で
を
中
心
に
、
大
学
の
起
源

や
機
能
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
論
じ
、
さ
ら
に

は
近
世
以
降
の
展
望
に
関
し
て
も
極
め
て
示
唆
に

富
む
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
地
域
と
時
代
を
超
え

て
伝
播
し
、
絶
え
ず
変
化
を
経
験
し
つ
つ
今
日
な

お
存
続
す
る
大
学
と
い
う
組
織
、
ま
た
教
育
史
の

み
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
知
の
歴
史
」
に
興
味
を
持

た
れ
て
い
る
方
に
も
是
非
一
読
を
お
勧
め
し
た
い
。

（
A
5
判
　
三
八
五
＋
七
〇
頁
　
二
〇
〇
七
年
一
二
月

　
　
　
　
名
古
屋
大
学
出
版
会
　
税
鋼
七
六
〇
〇
円
）

　
　
（
中
田
恵
理
子
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
）

水
内
俊
雄
・
加
藤
政
洋
・
大
城
直
樹
著

『
モ
ダ
ン
都
市
の
系
譜

一
地
図
か
ら
読
み
解
く
社
会
と
空
間
1
』

　
本
書
は
、
大
阪
・
京
都
・
神
戸
を
中
心
と
す
る

京
阪
神
地
域
の
諸
都
市
を
対
象
に
、
前
近
代
か
ら

今
日
ま
で
の
都
市
形
成
の
諸
過
程
に
お
け
る
さ
ま

ざ
ま
な
局
面
で
、
ど
の
よ
う
に
政
治
力
学
が
作
用

し
な
が
ら
都
市
空
間
が
構
築
さ
れ
て
き
た
か
、
そ

の
諸
相
を
具
体
的
に
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
大
き
な
特
徴
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ケ
ー
ル

の
地
図
（
地
形
図
、
市
街
図
、
主
題
図
な
ど
）
や

空
申
写
真
、
景
観
写
真
等
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
地
図
読
解
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

セ
ッ
ト
と
し
て
都
市
空
間
に
切
り
込
む
ア
プ
ロ
ー

チ
の
有
効
性
を
、
地
理
学
の
研
究
者
や
学
生
た
ち

だ
け
で
な
く
、
広
く
～
般
の
読
者
に
も
示
そ
う
と

す
る
筆
者
た
ち
の
意
図
は
明
確
で
あ
る
。
加
え
て
、

新
聞
、
自
伝
、
文
学
等
を
豊
富
に
引
用
し
、
都
市

空
間
に
か
か
わ
る
記
述
や
醤
説
、
表
象
の
さ
れ
方

か
ら
、
人
々
が
都
市
空
間
を
ど
の
よ
う
に
消
費
し

た
か
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
点
に
も
特

色
が
あ
る
。

　
全
体
の
構
成
は
、
四
部
一
〇
章
か
ら
な
り
、
各

章
ご
と
に
特
論
と
し
て
一
～
三
の
ケ
…
ス
ス
タ
デ

イ
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
－
部
「
近
代
都

市
空
間
の
成
立
」
で
は
、
明
治
・
大
正
期
に
城
下

町
が
変
貌
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
無
秩
序
で
自

然
発
生
的
な
新
市
街
地
が
旧
中
心
市
街
の
周
縁
に

出
現
し
、
イ
ン
ナ
ー
リ
ン
グ
が
形
成
さ
れ
た
。
こ

の
地
域
は
、
そ
の
後
の
都
市
空
間
形
成
の
主
要
な

舞
台
で
あ
る
一
方
面
、
前
近
代
の
都
市
空
間
の
特

質
を
さ
ま
ざ
ま
に
反
映
す
る
地
で
も
あ
っ
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
∬
部
「
モ
ダ
ン
都
市
」
で
は
、
大
正
か
ら
昭

和
に
か
け
て
、
郊
外
や
盛
り
場
と
い
う
新
し
い
都
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