
119

「東洋学術研究」第50巻第２号

ナーランダ大学の復興計画

ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
の
復
興
計
画

ゴ
ー
パ
・
サ
バ
ロ
ワ
ー
ル

　
　

※
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
は
、
紀
元
５
世
紀
ご
ろ
に
建
て
ら
れ
、
12
世

紀
末
ご
ろ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
の
イ
ン
ド
征
服
に
よ
っ
て
破
壊

さ
れ
る
ま
で
、
仏
教
研
学
を
中
心
と
す
る
知
の
一
大
拠
点
で
あ

っ
た
。
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
北
東
に
あ
り
、
現
在
は
ビ
ハ
ー
ル
州
に

属
す
る
。釈
尊
時
代
の
マ
ガ
ダ
国
の
首
都
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ
︵
王

舎
城
︶
の
近
郊
に
位
置
し
、
釈
尊
自
ら
も
こ
の
地
を
訪
れ
た
と

い
う
。
大
学
の
最
盛
期
に
は
諸
国
か
ら
１
万
人
以
上
の
学
生
、

２
千
人
に
及
ぶ
教
師
が
集
い
、
蔵
書
９
百
万
巻
を
誇
っ
た
と
も

い
う
︵
数
値
に
は
諸
説
あ
る
︶。
こ
の
大
学
を
国
際
大
学
と
し

て
復
興
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
イ
ン
ド
政
府
が
提
案
し
、
日
本

を
含
む
各
国
が
支
持
を
表
明
し
て
い
る
。

　

は
じ
め
に
、
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
場
で
﹁
世
界
平
和
の

た
め
の
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
に
う
れ
し
く
、
ま
た
光
栄
に
存

じ
ま
す
。

　
﹁
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
と
い
う
言
葉
に
こ
め
ら
れ
た

世
界
観
や
哲
学
は
、
一
つ
の
簡
潔
な
言
葉
に
要
約
で
き
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
、
説
明
に
多
く
の
紙
幅
を
要
す
る
、
は

る
か
に
深
遠
な
哲
学
を
内
包
し
て
い
ま
す
。
私
は
、﹁
ニ
ュ
ー
・

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
の
専
門
家
と
い
う
わ
け
で
も
、
少
し
で
も

そ
の
道
を
極
め
た
と
い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
正
直
な
と

こ
ろ
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
考
え
る
中
で
、
私
は

改
め
て
こ
の
﹁
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
と
い
う
コ
ン
セ
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プ
ト
を
再
発
見
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
長
い
道
の
り
と
な
る

で
あ
ろ
う
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
の
再
建
と
い
う
目
下
の
仕
事
に
着

手
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
貫
き
通
し
た
い
と
願

っ
て
お
り
ま
す
。

　

ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
よ
う
な
大
学
の
建
設
過
程
は
、
一
人
の
人
間

の
考
え
だ
け
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

だ
れ
も
が
同
感
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
大
勢
の
人
々
が
協
同
し

た
努
力
と
意
見
交
換
が
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
壮
大
な
大
学
の
輪

郭
や
形
態
、
機
構
が
具
現
化
し
、
現
実
の
も
の
と
な
る
の
で
す
。

私
は
、
協
議
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
非
常
に
重
視
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
機
会
も
逃
さ
ず
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
対
す
る
私
の
考
え
を
試
し
て
み
た
り
、
他
の
識
者
の
方
々

の
考
え
を
取
り
入
れ
た
り
す
る
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
ナ
ー

ラ
ン
ダ
大
学
復
興
に
要
す
る
長
い
道
の
り
の
途
上
に
あ
っ
て
、

私
の
考
え
を
お
伝
え
し
、
新
た
な
考
え
に
触
れ
る
本
日
の
機
会

を
頂
戴
し
、
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　

ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
お
話
し
す

る
前
に
、
ち
ょ
う
ど
昨
晩
、
ラ
ー
ジ
ギ
ー
ル
︵
王
舎
城
跡
︶、
ナ

ー
ラ
ン
ダ
訪
問
か
ら
戻
っ
て
来
た
こ
と
を
お
伝
え
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
霊
鷲
山
の
山
頂
に
向
か
う
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
の
中
で
、

２
千
５
百
年
も
前
に
一
人
の
人
間
が
、
彼
の
最
高
の
教
え
で
あ

る
法
華
経
を
説
く
た
め
に
、
茨
の
灌
木
の
生
い
茂
る
、
見
る
か

ら
に
岩
だ
ら
け
の
こ
の
場
所
を
、
ど
う
や
っ
て
登
っ
て
行
っ
た

の
だ
ろ
う
か
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は

感
動
的
な
体
験
で
あ
り
、
非
常
に
謙
虚
な
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
経
験
に
よ
り
、
こ
の
イ
ン
ド
の
地
で
１
９
９
７
年
、
池

田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
が
語
ら
れ
た
次
の
一
文
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

﹁
私
の
生
涯
の
テ
ー
マ
は
、﹃
一
人
の
人
間
に
お
け
る
偉
大
な
人

間
革
命
は
、
や
が
て
一
国
の
宿
命
の
転
換
を
も
成
し
遂
げ
、
さ

ら
に
全
人
類
の
宿
命
の
転
換
を
も
可
能
に
す
る
﹄
で
あ
り
ま
すあ
﹂。

こ
れ
は
、
池
田
会
長
が
幾
度
と
な
く
、
人
類
が
新
た
な
課
題
に

応
戦
し
て
い
く
た
め
に
広
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
て

こ
ら
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
︵
人
間
主
義
︶
の
哲
学
の
核
心
に
あ

る
思
想
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
︵
人
間
の
︶
絆
、
つ
な
が
り
こ
そ
、
私
な
ら
び
に
大

学
理
事
会
が
こ
れ
か
ら
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
の
建
設
と
い
う
挑
戦

に
立
ち
向
か
う
な
か
で
、
私
が
心
に
留
め
て
い
き
た
い
と
願
う
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も
の
で
す
。
理
事
長
を
務
め
る
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
教
授
︵
ノ

ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
者
︶
は
、
本
年
１
月
の
イ
ン
ド
科
学
会
議
で

基
調
講
演
を
行
っ
た
際
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
復
興
に
つ
い
て
＂
最

も
困
難
だ
が
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
の
一
つ
で
あ
る
＂
と
発
言

し
て
い
ま
す
。
教
授
い
わ
く
、﹁︵
破
壊
か
ら
︶
８
百
年
の
歳
月
が

過
ぎ
た
後
で
大
学
を
再
興
す
る
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
大
変
な
こ

と
か
、
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
﹂
と
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
３
年
以
上
前
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る

理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
世
界
的
な
第
一
級
の
学
者
陣
で
あ
り
、

彼
ら
の
お
か
げ
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
国
際
的
視
野
が
も
た
ら

さ
れ
る
と
と
も
に
、
目
的
に
向
か
う
比
類
な
き
真
剣
さ
と
真
摯

さ
が
、
み
な
ぎ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

「
知
識
を
世
界
と
分
か
ち
合
う
」
伝
統

　

ナ
ー
ラ
ン
ダ
ほ
ど
の
歴
史
的
重
み
を
も
っ
た
大
学
を
再
興
す

る
に
は
、
多
方
面
の
思
索
と
行
動
が
必
要
で
す
。
そ
の
一
つ
が
、

大
学
そ
の
も
の
が
も
つ
特
質
と
構
造
で
す
が
、
話
を
そ
ち
ら
に

進
め
る
前
に
、
古
代
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
の
素
晴
ら
し
い
遺
産
を

認
識
し
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
の
歴
史
や
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
を
ナ
ー

ラ
ン
ダ
た
ら
し
め
た
要
因
を
、
十
分
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
古
代
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
破
壊
か
ら
、
同
じ
名
前
で

新
大
学
を
建
設
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ま
で
の
８
百
年
間
に
は
、

教
育
機
関
と
し
て
の
大
学
の
特
質
や
形
態
は
、
著
し
い
変
化
を

遂
げ
た
と
い
う
事
実
も
あ
り
ま
す
。
現
在
、
大
勢
の
学
者
、
運

営
陣
な
ど
が
﹁
大
学
そ
れ
自
体
、ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
？
﹂

﹁
大
学
は
、
現
代
の
形
態
の
ま
ま
で
発
展
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と

も
大
学
に
も
革
新
が
必
要
か
？
﹂
と
い
っ
た
問
い
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
私
た
ち
は
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
さ

ら
に
、
こ
う
し
た
変
化
を
反
映
す
る
一
方
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学

が
学
問
・
研
究
の
真
の
中
心
地
と
し
て
の
地
位
を
得
る
た
め
に

は
、
対
応
し
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
連
の
課
題
が
あ
り

ま
す
。

　
﹁
歴
史
﹂
と
﹁
現
実
﹂
と
い
う
二
つ
の
並
列
す
る
課
題
を
、
ナ

ー
ラ
ン
ダ
大
学
が
ど
う
解
決
す
る
か
、
私
ど
も
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
、
ど
の
よ
う
に
従
来
の
古
い
型
を
破
っ
て
独
自
の
進
路
を

切
り
開
く
チ
ャ
ン
ス
を
握
っ
て
い
る
か
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま

す
。
重
ね
て
申
し
上
げ
ま
す
が
、
こ
れ
は
現
在
進
行
中
の
事
業
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で
あ
り
、思
索
が
深
ま
り
、ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
が
発
展
す
る
中
で
、

時
間
を
か
け
経
験
を
積
ん
で
、
改
善
さ
れ
て
い
く
も
の
で
す
。

　

歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
古
代
の
ナ
ー
ラ

ン
ダ
大
学
は
、
ほ
ぼ
８
百
年
近
く
に
わ
た
っ
て
存
続
し
、
ち
ょ

う
ど
名
門
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
や
パ
リ
大
学
が
創
立
さ
れ

た
ば
か
り
の
こ
ろ
に
幕
を
閉
じ
ま
し
たい
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学

は
、
ま
だ
誕
生
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
の

創
立
は
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
誕
生
の
６
百
年
後
、
カ
イ
ロ
の
ア

ル
＝
ア
ズ
ハ
ル
︵A

l-A
zhar

︶
大
学
が
で
き
た
の
は
、
ナ
ー
ラ
ン

ダ
創
立
の
５
百
年
後
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大

学
は
、
私
た
ち
が
知
る
中
で
群
を
抜
い
て
古
い
、
世
界
最
古
の

大
学
だ
っ
た
の
で
す
。

　

ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
が
伝
説
的
で
あ
る
の
は
、
歴
史
の
古
さ
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
８
百
年
近
く
に
わ
た
り
、
組
織
的
に
学

問
を
教
授
し
、
教
育
機
関
と
し
て
機
能
し
続
け
た
と
い
う
事
実

の
重
み
で
す
。
さ
ら
に
、
各
地
か
ら
学
生
が
集
っ
て
来
た
、
実

に
国
際
色
豊
か
な
大
学
だ
っ
た
の
で
す
。
記
録
に
よ
れ
ば
、中
国
、

チ
ベ
ッ
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
、
韓
・
朝
鮮
半
島
、
ト
ル
コ
な
ど
各
地

か
ら
の
留
学
生
が
い
ま
し
た
。
ま
た
近
辺
に
は
、
オ
ー
ダ
ン
タ

ピ
ュ
リ
︵O

dantapuri

︶
大
学
、ヴ
ィ
ク
ラ
マ
シ
ー
ラ
︵V

ikram
ashila

︶

大
学
に
代
表
さ
れ
る
組
織
化
さ
れ
た
高
等
教
育
の
伝
統
が
広
く

ナーランダ大学遺跡。14ヘクタールという広大な敷地に、多くの校舎、学

寮、僧坊などが建っていた。池田ＳＧＩ会長も1979年に訪問した
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見
ら
れ
た
の
で
す
。

　

ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
は
単
に
学
問
・

教
育
の
中
心
地
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
要
請
に
応
じ
て
、

各
地
に
学
者
や
専
門
家
を
派
遣
し
、
討
論
を
監
督
し
た
り
、
拠

点
を
設
立
し
た
り
し
て
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
学
問
を
広
げ
、

啓
蒙
し
た
の
で
す
。
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
学
問
の
一
番
の
特
色
で
あ

り
、
私
た
ち
が
決
し
て
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
﹁
知
識

を
授
け
、
広
め
、
分
か
ち
合
う
こ
と
。
そ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る
﹂

と
い
う
点
で
す
。
セ
ン
教
授
は
、
先
に
引
用
し
た
チ
ェ
ン
ナ
イ

で
の
ス
ピ
ー
チ
の
中
で
、
玄
奘
三
蔵
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。
ナ
ー
ラ
ン
ダ
で
の
修
学
を
終
え
た
玄
奘
は
、
イ
ン

ド
に
留
ま
る
よ
う
引
き
と
め
ら
れ
た
際
、﹁
自
分
だ
け
が
法
を
知

っ
て
楽
し
も
う
と
す
る
者
は
、
い
ま
だ
法
を
知
ら
な
い
人
た
ち

の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
で
す
﹂
と
述
べ
、
正
し
き
悟
り
を
広

め
よ
と
の
仏
の
誡
告
に
従
っ
て
、
中
国
に
戻
っ
て
い
っ
た
と
い

う
の
で
す
。
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
最
高
の
贈
り
物
と
は
、
狭
い
地
理

的
制
限
や
宗
教
の
枠
か
ら
知
識
を
解
放
し
、
世
界
全
体
と
知
識

を
共
有
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
こ
と
で
し
た
。

社
会
と
と
も
に
変
化
し
て
き
た
大
学

　

大
学
が
極
め
て
ま
れ
な
存
在
で
あ
っ
た
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
時
代

と
は
対
照
的
に
、
そ
の
後
の
８
百
年
間
に
世
界
で
は
大
学
が
相

次
い
で
創
立
さ
れ
ま
し
た
。
現
存
し
、
学
術
界
で
重
き
を
な
し

て
い
る
屈
指
の
大
学
は
、
こ
の
時
期
に
誕
生
し
ま
し
た
。
大
学

の
よ
う
な
新
し
い
タ
イ
プ
の
機
関
の
設
立
は
、
学
問
の
新
分
野

の
登
場
と
同
じ
ほ
ど
重
要
な
﹁
社
会
的
動
き
の
一
大
出
発
点
﹂

と
も
な
り
ま
し
たう
。
大
学
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
新

し
い
社
会
的
想
像
力
や
社
会
的
経
験
を
解
き
放
つ
可
能
性
が
あ

り
、
実
際
、
社
会
生
活
の
多
く
の
点
に
影
響
を
与
え
、
変
化
を

引
き
起
こ
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
大
学
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
時
期
に
何
度
か
の
変
遷
を
経
て
、
現
在
の
よ
う
な
形
態
に

落
ち
着
き
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
節
目
を
ご
く
手
短
に
あ
げ
れ
ば
、
最
初
の
決
定
的

な
変
化
は
18
世
紀
末
に
起
こ
り
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
で
異
な

る
方
向
に
進
ん
で
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
大
学
を
形
成
し
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
型
は
、
職
業
訓
練
型
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
し
た
。

他
方
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
代
表
さ
れ
る
、
教
育
と
研
究
を
結
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合
さ
せ
た
タ
イ
プ
の
大
学
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
型
は
、
教
育
を

専
門
的
職
業
と
そ
の
後
の
雇
用
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、

＂
経
済
的
な
援
助
者
や
生
ま
れ
に
恵
ま
れ
た
者
だ
け
が
教
育
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
＂
と
い
う
考
え
を
否
定
し
ま
し
た
。
研
究

と
教
育
を
結
合
さ
せ
た
ド
イ
ツ
型
は
、
大
学
が
も
は
や
既
存
の

知
識
を
伝
達
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
知
識
を
創
出
す
る
存
在
に

な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
。
こ
の
タ
イ
プ
は
ア
メ
リ
カ
で

の
大
学
創
立
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス

大
学
や
シ
カ
ゴ
大
学
が
、
最
初
の
﹁
研
究
型
大
学
︵R

esearch 

U
niversity

︶﹂
と
し
て
設
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
は
、
生
産
的
な
研
究
活
動
の
大
部
分
は
、
正
規
の
大
学
以

外
の
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
第
２
次
世
界
大
戦
後

に
は
、
別
の
変
化
が
起
こ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
﹁
マ
ス
型
大

学
︵M

ass U
niversity

︶え﹂
の
登
場
で
す
。
こ
れ
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・

シ
ル
ス
︵Edw

ard Shils

︶
の
用
語
で
、
学
生
数
２
万
名
以
上
の
規

模
の
ア
メ
リ
カ
の
大
学
を
指
し
ま
し
た
。

　

19
世
紀
か
ら
20
世
紀
に
か
け
て
、
現
在
ま
で
続
く
、
大
学
の

別
の
変
化
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
の
変
化
に
よ
り
、
学
術
教
育

が
全
般
的
に
、
宗
教
上
の
規
制
や
宗
教
的
権
威
に
よ
る
管
理
や

制
限
か
ら
解
放
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
現
在
の
大
学
教
育
の
あ

り
方
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
革
命
的
変
化
の
一
つ
に
、
男
女

両
性
に
教
育
の
門
戸
を
開
放
し
た
こ
と
に
加
え
、
あ
ら
ゆ
る
階

級
や
共
同
体
の
人
々
に
教
育
の
機
会
を
与
え
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
う
し
た
変
化
に
よ
っ
て
、
狭
く
、
社
会
的
に
限
定
さ
れ

た
大
学
と
は
対
照
的
な
、
開
か
れ
た
、
宗
教
色
の
な
い
大
学
が

誕
生
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
、
大
学
の
開
放
は
、
何
の
抵
抗
に
も
あ
わ
ず
に
い
と

も
簡
単
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

紆
余
曲
折
を
経
て
、
難
航
を
重
ね
、
達
成
さ
れ
た
の
で
す
。
と

は
い
え
、こ
の
長
期
に
わ
た
っ
た
苦
闘
の
結
果
、大
学
は
徐
々
に
、

初
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
大
学
に
見
ら
れ
る
＂
伝
統
的
価
値
を

墨
守
す
る
旧
来
の
砦
＂
で
あ
る
こ
と
か
ら
脱
皮
し
、
保
守
の
殻

を
破
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

知
識
の
拡
大
は
、
さ
ら
な
る
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
す

な
わ
ち
、
科
学
と
学
問
に
お
け
る
新
分
野
の
登
場
で
す
。
そ
れ

は
時
と
と
も
に
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、
20

世
紀
ま
で
に
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
ど
の
大

学
に
お
い
て
も
、﹁
既
存
の
学
問
分
野
︵
今
の
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
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ム
と
な
っ
て
い
る
も
の
︶
の
範
疇
に
す
べ
て
の
新
分
野
を
含
め
﹂

な
お
か
つ
﹁
専
門
能
力
を
も
っ
た
学
者
・
科
学
者
の
世
界
で
あ

る
大
学
の
特
質
を
維
持
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
難
し
く
な
っ
た

の
で
す
。

　

こ
う
し
て
、
新
た
な
専
門
分
野
の
分
科
が
進
ん
だ
り
、
学
問

分
野
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
大
学
が

出
現
し
て
き
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
法
学
、
農
学
、
教
育
学
な

ど
に
特
化
し
た
専
門
大
学
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
哲
学
か
ら
医
学

ま
で
あ
ら
ゆ
る
学
問
へ
の
取
り
組
み
を
網
羅
し
た
集
合
体
と
い

う
本
来
の
＂
大
学
＂
の
概
念
か
ら
遠
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
す
。

総
合
的
な
教
育
を
提
供
す
る
大
学
は
主
に
、
市
民
の
育
成
に

│
願
わ
く
は
地
域
社
会
・
国
・
大
陸
の
リ
ー
ダ
ー
を
育
成
す

る
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、

新
た
に
生
ま
れ
た
単
科
型
の
大
学
は
、
特
化
し
た
限
定
的
な
分

野
を
強
み
と
し
、そ
う
し
た
点
が
、各
々
の
選
択
分
野
に
お
い
て
、

将
来
、
経
営
者
と
な
る
資
質
を
備
え
た
学
生
た
ち
を
育
成
す
る

に
は
理
想
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

以
来
、
残
念
な
こ
と
に
、
大
学
が
市
場
志
向
型
の
企
業
体
の

よ
う
に
見
ら
れ
る
傾
向
が
、
ど
ん
ど
ん
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
大

学
の
信
頼
度
は
今
や
、
学
生
の
就
職
市
場
へ
の
即
戦
力
が
決
め

手
と
な
る
の
で
す
。
大
学
を
、
学
生
を
顧
客
と
し
た
サ
ー
ビ
ス

産
業
と
す
る
見
方
も
あ
り
、
そ
の
結
果
、
大
学
教
員
や
知
識
人

の
地
位
は
全
般
的
に
低
下
し
ま
し
た
。
今
や
大
学
教
員
は
し
ば

し
ば
そ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
と
見
ら
れ
、
知
的
な
取
り

組
み
に
つ
い
て
も
、
実
用
性
や
人
気
そ
の
他
を
基
準
に
説
明
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
大
学
教
育
の
特
質
や
形
態
全
体
が
問

い
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
企
業
体
と
し
て
の
大
学
は
、
変
化
の
過

程
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
方
面
に
お
い
て
、
大
学
関
係
で
は
こ
の

と
こ
ろ
、﹁
知
識
の
生
産
者
﹂
と
い
う
言
葉
が
盛
ん
に
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
教
え
る
時
間
は
研
究
か
ら
離
れ
て
い
る
時
間
で
あ
り
、

無
駄
だ
と
考
え
る
人
さ
え
い
る
ほ
ど
で
す
。
学
問
の
世
界
で
は
、

既
存
の
知
識
の
伝
達
や
吟
味
よ
り
も
、
新
た
な
知
識
の
生
産
に

夢
中
な
の
で
す
。

　

イ
ン
ド
と
い
う
文
脈
の
中
で
考
え
た
と
き
、
こ
う
し
た
問
題

の
多
く
は
、
ま
た
別
の
様
相
を
帯
び
て
き
ま
す
が
、
こ
こ
で
は

詳
細
は
省
き
ま
す
。
た
だ
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
破
壊
お
よ
び
同
様

の
教
育
機
関
の
終
焉
後
、
イ
ン
ド
の
大
学
事
情
が
再
び
活
性
化



126

す
る
の
は
、
１
８
５
７
年
に
三
大
大
学
が
創
立
さ
れ
て
か
ら
の

こ
と
で
し
た
。︵
※
同
年
９
月
５
日
の
イ
ン
ド
立
法
議
会
の
法
律
に
よ

り
、
マ
ド
ラ
ス
大
学
、
ム
ン
バ
イ
大
学
、
コ
ル
カ
タ
大
学
が
ロ
ン
ド
ン

大
学
を
モ
デ
ル
に
創
立
さ
れ
た
︶

　
︵
英
語
と
い
う
︶
新
し
い
言
語
を
通
し
て
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

イ
ン
ド
に
お
け
る
近
代
大
学
と
の
出
会
い
は
、
西
洋
思
想
と
の

出
会
い
で
も
あ
り
、
新
た
な
学
問
分
野
や
学
習
・
研
究
方
法
と

の
出
会
い
で
し
た
。
社
会
的
意
義
を
も
つ
影
響
も
あ
り
ま
し
た
。

イ
ン
ド
女
性
の
解
放
に
つ
い
て
、
大
学
は
、
他
の
ど
の
機
関
よ

り
も
貢
献
し
て
き
た
の
で
す
。
社
会
に
出
る
に
あ
た
り
、
女
性

に
も
仕
事
面
で
男
性
と
対
等
の
力
を
つ
け
さ
せ
た
り
、
他
の
ど

の
教
育
機
関
よ
り
も
、
親
族
以
外
の
男
女
が
自
由
に
交
流
で
き

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
異
な
る
カ
ー
ス
ト
や
共
同
体
出

身
の
人
々
の
間
に
も
同
様
の
自
由
な
交
流
が
で
き
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。７

分
野
の
大
学
院
大
学
と
し
て
出
発

　

新
生
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
は
、
こ
う
し
た
歴
史
の
上
に
創
立
さ

れ
、﹁
イ
ン
ド
政
府
初
﹂
の
多
く
の
点
が
あ
り
ま
す
。
第
一
に
、

国
際
大
学
と
し
て
創
立
さ
れ
た
の
は
２
番
目
で
す
が
、
南
ア
ジ

ア
地
域
協
力
連
合
︵
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｃ
︶
諸
国
を
対
象
と
し
た
も
う
一

つ
の
国
際
大
学
よ
り
も
広
域
か
ら
学
生
が
集
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
二
点
目
と
し
て
、
イ
ン
ド
で
大
学
が
再
興
さ
れ
る
の
は
、

こ
れ
が
初
め
て
で
す
。

　

新
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
が
古
代
の
遺
跡
の
場
所
に
再
建
さ
れ
る

の
か
ど
う
か
を
気
に
か
け
て
い
る
方
が
大
勢
お
ら
れ
ま
す
が
、

こ
れ
を
明
確
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
古
代
ナ
ー
ラ
ン
ダ

大
学
遺
跡
は
世
界
遺
産
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
10
キ
ロ
ほ
ど
離
れ

た
と
こ
ろ
が
新
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
な
る
予
定

で
す
。
こ
の
イ
ン
ド
最
高
の
名
門
近
代
大
学
は
、
大
都
市
で
は

な
く
、
多
く
の
人
が
後
進
地
域
と
考
え
る
ビ
ハ
ー
ル
州
に
建
設

さ
れ
る
わ
け
で
す
。
私
も
理
事
会
も
、
こ
の
こ
と
を
難
点
で
あ

る
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
は
、
キ
ャ
ン

パ
ス
に
世
界
レ
ベ
ル
の
施
設
を
再
興
し
、
世
界
中
の
人
々
が
そ

れ
ぞ
れ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
ナ
ー
ラ
ン
ダ
に
来
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
私
た
ち
は
海
図
な
き
未
知
の
海
域
に
お
り
、
な
す
べ

き
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
に
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は
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
に
つ
く
る
べ
き
大
学
に
つ
い
て
私
が
提
起
し

て
き
た
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
同
様
に
、
当
然
、
ロ
ジ
ス
テ
ィ

ッ
ク
ス
︵
事
業
実
行
計
画
︶
も
重
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。
私
が
自

問
し
、
完
璧
な
答
え
を
求
め
て
奮
闘
し
て
い
る
の
は
、﹁
ナ
ー
ラ

ン
ダ
流
と
は
何
か
？
﹂﹁
ナ
ー
ラ
ン
ダ
な
ら
で
は
の
特
色
を
ど
う

出
す
か
？
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ご
承
知
の
よ
う
に
、
大
学
建
設
と
は
レ
ン
ガ
と
セ
メ
ン
ト
で

建
物
を
造
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。＂
ナ
ー
ラ
ン
ダ
は
何
を
し

よ
う
と
し
、
何
を
象
徴
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
＂。
そ
の
こ
と

を
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
ま
た
、
大
学

の
周
辺
地
域
の
住
民
へ
の
貢
献
や
、
古
代
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
を

昔
か
ら
支
援
し
て
く
れ
た
村
落
へ
の
貢
献
も
考
え
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
今
回
は
、
大
学
の
側
が
近
隣
を
支
援
す
る
チ
ャ
ン

ス
な
の
で
す
。

　

新
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
に
関
す
る
問
い
の
中
に
は
簡
単
に
答
え

ら
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
オ
ー
プ
ン
で
、
非
宗

教
的
な
、
ど
の
よ
う
な
人
で
も
受
け
入
れ
る
大
学
を
想
定
し
て

い
ま
す
。
ナ
ー
ラ
ン
ダ
は
、
大
学
が
本
来
あ
る
べ
き
か
た
ち
、

す
な
わ
ち
自
律
し
た
機
関
と
な
る
で
し
ょ
う
。
教
育
と
研
究
が

密
接
に
連
携
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
対
等
な
地
位
を
も
つ
で
し
ょ
う
。

　

大
学
の
特
色
と
な
る
べ
き
も
の
の
一
つ
に
、
初
代
ナ
ー
ラ
ン

ダ
大
学
の
伝
統
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
最
新
の
学
問
に
対
応

し
た
指
導
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
哲
学
、比
較
宗
教
、

文
学
と
い
う
も
と
も
と
の
知
的
関
心
に
加
え
て
、
新
ナ
ー
ラ
ン

ダ
大
学
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
や
環
境
、
平
和
学
、
情
報
科
学
、
開

発
学
と
い
っ
た
現
代
的
な
知
的
関
心
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で

す
。
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
は
、
ま
ず
７
分
野
の
大
学
院
大
学
と
い

う
小
規
模
で
開
学
し
、
将
来
的
に
学
部
レ
ベ
ル
も
導
入
す
る
予

定
で
す
。
こ
れ
ら
の
分
野
は
、
思
い
つ
く
ま
ま
選
ん
だ
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
の
学
問
と
従
来
型
の
学
問
の
両
方
を
熟

考
し
た
結
果
で
あ
り
、今
後
、分
野
を
増
や
し
て
い
く
予
定
で
す
。

　

私
た
ち
の
現
在
の
課
題
は
、
学
生
、
教
員
、
研
究
者
が
、
学

際
的
な
環
境
の
中
で
知
識
や
学
問
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
、
独
自
の
学
術
的
特
色
を
自
ら
築
く
こ
と
で
す
。
理
事
の

一
人
で
あ
る
デ
サ
イ
卿
︵
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ

ミ
ク
ス
名
誉
教
授
︶
が
本
学
の
ビ
ジ
ョ
ン
声
明
で
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
ま
す
。﹁
学
生
・
教
員
は
と
も
に
、
多
様
な
分
野
に
お
け

る
知
識
欲
な
ら
び
に
知
識
を
吸
収
す
る
能
力
で
選
ば
れ
な
け
れ
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ば
な
り
ま
せ
ん
。
古
代
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
最
優
秀
の
学
者
と
研
究
者
を
そ
ろ
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

彼
ら
に
活
気
あ
る
生
活
環
境
を
用
意
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
た

環
境
が
、
新
し
い
知
識
を
創
造
す
る
次
の
世
代
を
は
ぐ
く
む
こ

と
で
し
ょ
う
﹂

「
教
育
の
絆
」
で
ア
ジ
ア
を
結
び
、
世
界
と
交
流

　

教
育
の
質
の
高
さ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
核
心
で
あ
り
、
決
し
て
妥
協
し
て
は
な
ら
な
い
点
で
す
。

ナ
ー
ラ
ン
ダ
は
、
新
し
い
知
識
の
創
造
と
発
信
、
そ
し
て
、
い

に
し
え
の
貴
重
な
智
慧
の
復
興
・
復
活
の
た
め
に
、
最
高
峰
の

人
材
を
そ
ろ
え
る
予
定
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
ア
ジ
ア
の

学
術
的
中
心
地
と
な
り
、
ア
ジ
ア
の
各
地
域
を
結
び
、
ア
ジ
ア

と
世
界
を
結
ぶ
セ
ン
タ
ー
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
は
、
ア
ジ
ア
が
台
頭
し
、
ア
ジ
ア
の
各
国
間
の
つ
な

が
り
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
増
え
つ
つ
あ
る
時
代
に
生
き
て
い
ま

す
。
ア
ジ
ア
諸
国
相
互
の
結
び
つ
き
は
、
多
様
な
分
野
の
さ
ま

ざ
ま
な
面
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
古
代
に
始
ま
っ
た

こ
と
が
、
現
在
に
再
生
さ
れ
た
も
の
で
す
。
か
つ
て
、
こ
の
大

い
な
る
結
び
つ
き
は
、
知
的
、
宗
教
的
、
文
化
的
、
物
質
的
領

域
に
広
が
っ
て
お
り
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
は
、
そ
の
中
心
的
役
割
を

果
た
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
と
す
べ
て

の
近
隣
諸
国
と
の
こ
の
重
要
な
結
び
つ
き
は
、
し
ば
ら
く
歴
史

の
中
で
影
を
潜
め
て
い
ま
し
た
が
、今
、蘇
り
つ
つ
あ
る
の
で
す
。

ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
は
、
か
つ
て
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
占

め
た
中
心
的
位
置
に
復
帰
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う

の
も
、
過
去
に
私
た
ち
が
ア
ジ
ア
と
呼
ん
で
い
る
地
域
を
一
つ

に
結
び
つ
け
て
い
た
思
想
が
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
、
ナ
ー
ラ
ン

ダ
が
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

か
ら
で
す
。

　

古
代
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
は
、
当
時
の
ア
ジ
ア
の
知
識
と
言
え
る

も
の
の
大
部
分
を
集
成
し
、
知
的
世
界
の
先
端
で
し
た
。
イ
ン

ド
を
世
界
の
他
地
域
と
結
ぶ
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
絆
と
と
も
に
、

ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
﹁
教
育
の
絆
﹂
は
、
他
地
域
と
の
橋
を
渡
し
、

相
互
理
解
を
醸
成
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
地
域
と
私
た
ち

は
、
再
び
有
意
義
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
結
ん
で
い
る
の
で

す
。
こ
う
し
た
相
互
依
存
関
係
は
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
認
識

さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
は
、
そ
の
う
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ち
の
知
的
レ
ベ
ル
で
の
取
り
組
み
の
先
頭
を
歩
む
も
の
で
す
。

と
い
う
の
も
、﹁
ア
ジ
ア
の
再
興
﹂
は
、
そ
の
統
合
を
推
進
す
る

た
め
に
、
地
域
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
の
︿
新
し
い
発
想
﹀
を

必
要
と
し
、
国
際
関
係
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
・
環
境
・
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
・
Ｉ
Ｔ
な
ど
の
分
野
が
も
た
ら
す
︿
新
し
い
タ
イ
プ
の
知
識
﹀

を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

再
び
、
デ
サ
イ
卿
の
言
葉
を
引
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。﹁
第

三
の
千
年
︵
ミ
レ
ニ
ア
ム
︶
の
大
学
は
、
多
方
面
に
通
じ
た
展
望

を
も
ち
、
世
界
各
地
の
思
想
や
慣
行
の
動
向
に
オ
ー
プ
ン
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
公
正
で
希
望
あ
る
平
和
と
繁
栄
を
万
人

が
享
受
す
る
世
界
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
ま
だ
ま

だ
遠
い
道
の
り
で
す
が
、
世
界
が
求
め
る
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
、

第
三
の
千
年
の
大
学
は
応
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
﹂

　

こ
う
し
た
言
葉
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
池
田
会
長

の
著
作
と
も
響
き
あ
う
も
の
で
す
。
そ
こ
で
は
教
育
の
重
要
性

に
つ
い
て
、
教
育
は
社
会
変
革
の
道
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
束

縛
か
ら
民
衆
を
解
放
し
、
民
衆
同
士
が
出
会
い
語
り
合
い
な
が

ら
、
よ
り
よ
い
社
会
を
築
い
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
方
法
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
今
後
と
も
こ
う
し
た
理
念
を
決
し
て
忘
れ
ず
、
大
学

を
建
設
す
る
と
い
う
厳
し
い
現
実
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
ま
い
り

ま
す
。
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