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第
六
百
五
号

五
八

京
都
帝
国
大
学
に
文
科
大
学
が
開
設
さ
れ
た
の
は
明
治
39
（1906

）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
最
初
哲
学
科
・
史
学
科
・
文
学
科
が
作
ら

れ
、
そ
の
全
体
を
ま
と
め
る
学
会
と
し
て
「
京
都
文
学
会
」
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
媒
体
と
し
て
、
明
治
43

（1910

） 

年
に
『
芸
文
』
と
い
う
雑
誌
が
発
刊
さ
れ
た
。
大
正
時
代
に
入
っ
て
か
ら
学
科
ご
と
の
学
会
が
作
ら
れ
、
哲
学
科
を
母
体
に

「
京
都
哲
学
会
」
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
創
立
の
時
期
に
関
し
て
は
二
つ
の
記
録
が
あ
る
。
大
正
3
年
11
月
の
『
芸
文
』
の
彙
報
に
は
、

こ
の
年
に
京
都
哲
学
会
が
作
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
京
都
哲
学
会
の
機
関
誌
『
哲
学
研
究
』
の
創
刊
号
（
大
正
5
年
4
月
）
の
彙
報
に

は
、
こ
の
年
の
2
月
に
「
京
都
哲
学
会
発
会
式
」
が
執
り
行
わ
れ
た
と
あ
る
。

こ
の
学
会
の
特
徴
と
し
て
は
、「
広
く
会
員
を
全
国
に
募
る
」
と
と
も
に
、
哲
学
や
心
理
学
、
倫
理
学
、
美
学
な
ど
、
哲
学
科
の
諸

講
座
の
枠
を
超
え
て
活
動
を
行
っ
て
き
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
内
に
向
か
い
が
ち
な
目
を
あ
え
て
外
に
開
き
、
学
問
の
枠
を
超
え
て
、

人
間
の
知
の
可
能
性
、
学
問
の
協
働
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
重
ね
て
き
た
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
点
で
『
哲
学
研
究
』

は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

『
哲
学
研
究
』
の
創
刊
に
深
く
関
わ
っ
た
西
洋
哲
学
史
講
座
の
朝
永
三
十
郎
は
、「『
哲
学
研
究
』
の
発
足
」
と
題
し
た
エ
ッ
セ
ー

（『
哲
学
研
究
』
第
４
０
０
号
所
収
）
の
な
か
で
創
刊
の
事
情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「『
哲
学
研
究
』
が
創
刊
さ
れ
る
や

う
に
な
つ
た
動
機 

― 

と
い
ふ
御
尋
ね
で
す
が
、
そ
れ
は
当
時
一
部
に
噂
さ
れ
て
ゐ
た
や
う
に
、〔
東
京
の
『
哲
学
雑
誌
』
に
対
抗
し

京
都
学
派
の
形
成
の
過
程
で
『
哲
学
研
究
』
が
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
特
徴

藤
　
田

　
正

　
勝



京
都
学
派
の
形
成
の
過
程
で
『
哲
学
研
究
』
が
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
特
徴

五
九

て
〕
京
都
側
の
新
進
の
元
気
を
示
し
て
や
ら
う
と
い
ふ
や
う
な
野
心
の
わ
ざ
で
も
な
く
、
こ
ち
ら
の
連
中
の
あ
り
余
つ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
は
け
口
を
求
め
た
と
い
ふ
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
京
都
の
哲
学
科
も
創
め
ら
れ
て
お
ほ
よ
そ
十
年
に
な
り
、
教
師
の
顔
も
一
通
り
揃

ひ
、
卒
業
生
の
数
も
次
第
に
殖
え
て
行
く
に
つ
れ
て
、
其
等
の
卒
業
生
諸
君
及
び
教
師
自
身
の
手
習
草
紙
と
い
ふ
意
味
の
も
の
が
欲
し

く
な
つ
た
結
果
に
外
な
り
ま
せ
ん
」。

こ
の
「
手
習
草
紙
」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
雑
誌
の
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
水
準
が
低
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
大
正
5
年
（1916

年
）
4
月
の
創
刊
号
の
巻
頭
を
飾
っ
た
の
は
西
田
幾
多
郎
の
長
編
の
論
文
「
現
代
の
哲
学
」
で
あ
っ
た

し
、
第
2
号
に
は
田
辺
元
の
「
普
遍
に
就
い
て
」
が
発
表
さ
れ
た
。
西
田
が
独
自
の
哲
学
を
打
ち
立
て
た
と
言
わ
れ
る
論
文
「
場
所
」

も
『
哲
学
研
究
』
に
発
表
さ
れ
た
。

１
０
０
年
以
上
に
わ
た
る
『
哲
学
研
究
』
の
歴
史
を
ふ
り
返
っ
て
、
ど
こ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

（
1
）
ま
ず
、「
手
習
い
草
紙
」
と
い
う
朝
永
三
十
郎
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、『
哲
学
研
究
』
に
は
、
ま
だ
荒
削
り
な
も
の 

― 

西
田

幾
多
郎
が
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
使
っ
て
い
る
表
現
で
言
え
ば
、「
悪
戦
苦
闘
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
で
あ
る
よ
う
な
も
の

― 

が
発
表
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
の
ち
に
大
き
な
思
想
に
発
展
し
て
い
っ
た
し
、
ま
さ
に
そ
れ
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
が
若
い
研
究
者
た
ち
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
。

長
く
『
哲
学
研
究
』
の
編
集
に
携
わ
っ
た
澤
瀉
久
敬
は
、
そ
の
第
４
０
０
号
の
記
念
号
に
発
表
し
た
「
編
輯
の
思
い
出
」
と
い
う

エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
単
行
本
よ
り
も
、
む
し
ろ
『
哲
学
研
究
』
に
発
表
さ
れ
た
短
論
文
の
な
か
に
「
時

代
を
画
す
る
研
究
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。「『
哲
学
研
究
』
は
日
本
の
哲
学
思
想
誕
生
の
器
で
あ
る
」。
実
際
、『
哲
学
研
究
』
は
西

田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
以
後
の
思
想
（『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』、『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
「
場
所
」
の
論
理
）

が
作
り
あ
げ
ら
れ
て
い
っ
た
場
所
で
あ
り
、
田
辺
元
の
「
種
の
論
理
」
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
場
所
で
あ
っ
た
。
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〇

そ
れ
ら
は
最
初
、
必
ず
し
も
完
成
し
た
思
想
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
現
在
進
行
形
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
い
ま
言
っ
た

よ
う
に
「
悪
戦
苦
闘
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
で
あ
っ
た
。『
哲
学
研
究
』
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
載
せ
る
場
所
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ

か
ら
従
来
に
な
い
新
し
い
思
想
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）
そ
う
い
う
教
師
た
ち
の
苦
闘
と
も
関
わ
る
が
、
彼
ら
と
彼
ら
の
周
り
に
集
ま
っ
た
弟
子
た
ち
と
が
作
り
上
げ
た
集
団
が
、
い
わ

ゆ
る
京
都
学
派
で
あ
っ
た
。
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て Selbstdenken 

の
尊
重
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
態
度
が
こ
の

『
哲
学
研
究
』
に
も
反
映
し
て
い
る
。

こ
の Selbstdenken 
と
い
う
言
葉
、
つ
ま
り
「
主
体
的
に
思
索
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
西
田
や
田
辺
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
使
わ

れ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
西
田
幾
多
郎
自
身
が
信
条
と
し
て
い
た
態
度
・
考
え
方
が
あ
っ
た
。
西
田
は
た
と
え
ば
、
弟

子
の
木
村
素
衛
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
と
い
う
著
作
を
翻
訳
し
た
と
き
に
、
そ
の
序
文
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に

次
の
よ
う
な
文
章
が
出
て
く
る
。「
私
は
常
に
思
ふ
。
我
々
の
心
の
奥
底
か
ら
出
た
我
国
の
思
想
界
が
構
成
せ
ら
れ
る
に
は
、
徒
ら
に

他
国
の
新
な
る
発
展
の
跡
を
追
ふ
こ
と
な
く
、
我
々
は
先
づ
そ
れ
等
の
思
想
の
源
泉
と
な
る
大
な
る
思
想
家
の
思
想
に
沈
潜
し
て
見
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
中
か
ら
生
き
て
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」。

ま
ず
「
徒
ら
に
他
国
の
新
た
な
る
発
展
の
跡
を
追
ふ
こ
と
な
く
」
と
言
わ
れ
て
い
る
点
が
お
も
し
ろ
い
。
戦
後
も
、
そ
し
て
現
在

も
、
外
国
の
も
っ
と
も
新
し
い
思
想
を
誰
よ
り
も
先
に
す
ば
や
く
紹
介
す
る
人
が
す
ぐ
れ
た
哲
学
者
だ
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
が
日
本

に
は
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
流
行
の
後
追
い
と
い
う
現
象
が
、
す
で
に
西
田
幾
多
郎
の
時
代
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
こ
の
言
葉
は
示
し
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
田
は
そ
の
よ
う
に
流
行
を
追
う
態
度
を
は
っ
き
り
と
戒
め
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
古
典
に
深
く
沈
潜

す
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
お
も
し
ろ
い
の
は
、
そ
の
よ
う
に
古
典
の
大
切
さ
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
そ
こ

か
ら
「
生
き
て
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
出
て
、
生
き
た
思
索
を
す
る
こ

と
の
大
切
さ
を
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
西
洋
の
古
典
的
な
哲
学
に
沈
潜
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
自
ら
思
索
す
る
こ
と
を
西



京
都
学
派
の
形
成
の
過
程
で
『
哲
学
研
究
』
が
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
特
徴

六
一

田
は
弟
子
た
ち
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら Selbstdenken 

と
い
う
こ
と
が
、
西
田
の
弟
子
た
ち
の
あ
い
だ
で
標

語
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。

弟
子
た
ち
も
そ
う
い
う
主
体
的
な
思
索
に
基
づ
く
論
文
を
『
哲
学
研
究
』
に
発
表
し
て
い
っ
た
。
た
だ
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
思
索
の
ス
タ
イ
ル
に
対
し
て
批
判
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
研
究

者
で
あ
っ
た
田
中
美
知
太
郎
が
、
西
田
や
田
辺
ら
の
哲
学
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
の
言
葉
を
浴
び
せ
て
い
る
。
西
田
ら
の
思
索
に
つ
い

て
田
中
は
、
た
と
え
ば
「
雑
然
た
る
読
書
の
刺
激
に
よ
っ
て
生
じ
た
感
想
や
思
い
つ
き
を
綴
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
悪
戦
苦
闘
の
ド
キ
ュ
メ

ン
ト 

― 

実
は
一
種
の
読
書
ノ
オ
ト
に
す
ぎ
な
い
も
の
」（『
ロ
ゴ
ス
と
イ
デ
ア
』「
あ
と
が
き
」）
と
記
し
て
い
る
。

哲
学
と
文
献
学
と
は
、
古
い
時
代
か
ら
互
い
に
批
判
し
あ
っ
て
き
た
が
、
そ
う
い
う
対
立
が
も
っ
と
も
典
型
的
に
現
れ
た
一
つ
の
例

で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
哲
学
と
文
献
学
と
の
あ
い
だ
の
対
立
と
い
う
問
題
に

尽
き
る
の
で
は
な
く
、「
哲
学
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
に
も
深
く
関
わ
る
問
題
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

（
3
）
京
都
学
派
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
相
互
に
批
判
を
許
し
あ
う
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。『
哲
学
研
究
』
は
そ
う
い

う
相
互
批
判
の
場
所
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『
哲
学
研
究
』
の
歴
史
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
論
文
は
何
か
と
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
昭
和
5
年 

（1930

） 

の
第
１

７
０
号
に
発
表
さ
れ
た
田
辺
元
の
「
西
田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
こ
で
田
辺
は
自
分
の
前
任
者
で
あ
っ
た
西
田
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
そ
の
批
判
の
根
本
の
点
は
、
西
田
が
絶
対
無
の
自
覚
と
い
う

宗
教
的
体
験
か
ら
出
発
し
て
そ
れ
を
哲
学
の
原
理
と
し
て
立
て
、
そ
の
自
己
限
定
と
し
て
諸
々
の
段
階
の
一
般
者
と
そ
こ
に
お
い
て
あ

る
存
在
と
を
理
解
し
た
と
い
う
点
、
言
い
換
え
れ
ば
、
西
田
の
哲
学
が
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
哲
学
と
軌
を
一
に
し
て
、
発
出
論
に
陥
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

哲
学
が
絶
対
的
な
も
の
を
立
て
る
こ
と
は
田
辺
も
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
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六
二

ま
で
「
求
め
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
、
言
い
か
え
れ
ば
要
請
さ
れ
た
「
理
念
」
と
し
て
立
て
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
田
辺

の
主
張
で
あ
っ
た
。
西
田
は
こ
れ
に
直
接
反
論
す
る
論
文
は
書
か
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
以
後
、
田
辺
が
問
題
に
し
た
「
行
為
」

や
「
歴
史
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
思
索
を
深
め
て
い
っ
た
。

こ
の
両
者
の
論
争
は
、
西
田
と
田
辺
の
共
通
の
弟
子
で
あ
っ
た
人
た
ち
に
大
き
な
驚
き
を
与
え
た
。
澤
瀉
と
同
じ
よ
う
に
、『
哲
学

研
究
』
の
編
集
に
長
く
携
わ
っ
た
中
井
正
一
は
、
第
４
０
０
号
に
発
表
し
た
「
回
顧
十
年
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
、「
こ
の
田

辺
博
士
の
師
に
対
す
る
肉
薄
と
対
決
を
、
私
達
は
悲
壮
な
る
思
ひ
を
も
つ
て
、
見
ま
も
り
、
息
を
の
ん
だ
の
で
あ
つ
た
」
と
記
し
て
い

る
。
田
辺
は
弟
子
た
ち
の
前
で
西
田
哲
学
に
対
す
る
批
判
を
行
っ
た
際
に
、
い
つ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の A

m
icus P

lato, sed m
agis 

am
ica veritas

（
プ
ラ
ト
ン
は
慕
わ
し
、
さ
れ
ど
真
理
は
さ
ら
に
慕
わ
し
）
と
い
う
言
葉
を
語
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田

は
、
務
台
理
作
宛
の
書
簡
で
、「
田
辺
君
の
論
文
、
誠
に
真
摯
な
態
度
に
し
て
学
界
実
に
か
ゝ
る
気
分
の
盛
な
ら
ん
こ
と
を
切
望
に
堪

へ
ま
せ
ぬ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
が
京
都
学
派
の
哲
学
の
大
き
な
発
展
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。

（
4
）『
哲
学
研
究
』
は
、
こ
の
よ
う
に
議
論
を
共
有
し
、
相
互
に
批
判
を
行
い
、
そ
れ
を
通
し
て
研
鑽
を
行
う
場
所
を
提
供
し
た
。
そ

の
点
に
『
哲
学
研
究
』
が
果
た
し
た
大
き
な
役
割
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
多
く
の
弟
子
が
育
ち
、
い

わ
ゆ
る
京
都
学
派
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
っ
た
教
師
と
弟
子
た
ち
と
の
関
わ
り
を
下
村
寅
太
郎
は

｢

密

度
の
濃
さ｣

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。

下
村
は
東
京
文
理
科
大
学
（
の
ち
に
東
京
教
育
大
学
と
な
っ
た
）
で
長
く
教

を
執
っ
た
人
で
あ
る
が
、『
哲
学
研
究
』
の
５
０
０

号
に
発
表
し
た
「
回
想
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
、
東
京
と
京
都
の
雰
囲
気
を
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
京
都
に

生
れ
て
、
歳
四
十
歳
に
し
て
初
め
て
故
郷
を
離
れ
た
。
…
…
東
京
に
移
り
住
ん
で
、
京
都
の
師
友
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
大
都
会
の
中

に
孤
り
を
感
じ
た
が
、
同
時
に
解
放
を
も
感
じ
た
。
し
か
し
京
都
を
離
れ
て
初
め
て
京
都
の
空
気
の
密
度
を
感
じ
た
」。
そ
し
て
こ
の



京
都
学
派
の
形
成
の
過
程
で
『
哲
学
研
究
』
が
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
特
徴

六
三

「
密
度
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「〔
京
都
で
は
〕
巨
峯
の
谷
間
に
ゐ
た
が
、
此
処
は
平
原
で
あ
る
…
…
「
開
い

た
」
気
分
を
感
じ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
東
京
に
は
京
都
に
於
け
る
や
う
な
密
度
の
濃
い
結
び
つ
き
が
人
々
の
間
に
な
い
や
う
に
感
じ

ら
れ
た
。
何
処
に
も
中
心
が
な
い
。
学
問
的
密
度
の
希
薄
さ
を
感
じ
た
の
は
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
京
都
で
は
先
生
た
ち
が
厳
然

た
る
中
心
で
あ
っ
た
。
東
京
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
な
い
や
う
で
あ
っ
た
。
人
々
は
師
に
つ
い
て
談
る
こ
と
は
稀
れ
で
あ
っ

た
。
…
…
こ
の
こ
と
は
同
時
に
京
都
の
閉
じ
た
気
分
を
追
想
せ
し
め
た
」。

京
都
に
は
「
中
心
」
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
西
田
幾
多
郎
と
田
辺
元
の
存
在
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
強
烈
な
存
在
の
故
に
「
密
度
の
濃
い
結
び
つ
き
」
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
強
烈
な
中
心
の
存
在
と
、
そ

れ
を
め
ぐ
る
人
た
ち
の
強
い
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
た
め
に
、「
京
都
学
派
」
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
、
下
村
が
「
京
都
の
閉
じ
た
気
分
」
と
か
、「
京
都
の
気
分
の
重
々
し
さ
」
と
い
っ
た
表
現
を

し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
下
村
は
西
田
の
弟
子
と
し
て
京
都
大
学
の
中
核
に
位
置
す
る
人
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
の
「
外
」
に

立
っ
て
、
京
都
学
派
の
動
向
を
冷
静
に 

― 
や
や
冷
や
や
か
に 

― 

見
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
の
下
村
の
言
う
「
密
度
」
を
京
都
学
派
の
特
徴
の
一
つ
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
「
密
度
」
を
形
成
す
る
場
と
な
っ
た
の
が

『
哲
学
研
究
』
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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