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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
シ
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
教
授
の
著
者
カ
リ
チ
マ
ン
は
︑

﹁
近
代
の
超
克
﹂
座
談
会
か
ら
竹
内
好
を
経
て
柄
谷
行
人
や
酒
井
直
樹
に
い
た

る
ま
で
︑
戦
中
か
ら
現
代
に
い
た
る
思
想
史
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
が
︑
近

年
︑
精
力
的
に
安
部
公
房
に
取
り
組
ん
で
い
る
︒
二
〇
一
二
年
に
﹁
安
部
公

房
の
『
他
人
の
顔
』
に
お
け
る
戦
争
の
記
憶
と
人
種
問
題
﹂（『Q

uadrante

』

一
四
号
）
を
日
本
語
で
発
表
し
た
の
を
は
じ
め
︑
翌
年
に
は
安
部
公
房
の
『
内

な
る
辺
境
』
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
編
集
で
翻
訳
し
︑
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
S
・
キ
ー

に
よ
る
『
噓
か
ら
で
た
ま
こ
と
︱
︱
安
部
公
房
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
お
け
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
︑
発
見
︑
そ
し
て
再
帰
性
』
の
書
評
も

発
表
し
た
︒
そ
し
て
昨
年
の
本
書
に
続
き
︑
ま
も
な
く
安
部
公
房
の
『
け
も

の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
』
の
翻
訳
も
刊
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒

　
ま
ず
︑
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
て
お
こ
う
︒
序
章
で
は
︑
疎
外
を
扱
っ
た

日
本
の
作
家
︑
と
い
う
英
語
圏
で
の
安
部
公
房
の
イ
メ
ー
ジ
を
︑
そ
の
作
品

に
お
け
る
時
間
︑
書
く
こ
と
︑
そ
し
て
共
同
体
の
認
識
を
検
討
す
る
こ
と
で

変
え
る
︑
と
い
う
目
的
を
述
べ
る
︒
安
部
に
と
っ
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
認
識
は
︑
移
動
と
定
着
の
関
係
を
再
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
化
さ

れ
る
と
し
︑
移
動
を
本
来
的
な
も
の
と
す
る
安
部
の
立
場
を
示
す
︒

一
九
四
六
年
の
詩
﹁
時
間
と
空
間
﹂
に
循
環
的
時
間
か
ら
非
循
環
的
時
間
へ

の
出
発
を
読
み
︑
一
九
六
二
年
の
エ
ッ
セ
イ
﹁「
今
日
」
を
さ
ぐ
る
執
念
﹂
に

現
在
の
統
一
性
や
完
全
性
を
お
び
や
か
し
︑
く
り
か
え
し
崩
壊
さ
せ
る
も
の

と
し
て
の
未
来
と
の
関
係
を
見
出
す
︒
そ
し
て
︑
一
九
六
七
年
の
座
談
会

﹁「
燃
え
つ
き
た
地
図
」
を
め
ぐ
っ
て
﹂
で
の
共
同
体
へ
の
欲
望
を
喚
起
す
る

書 

評リ
チ
ャ
ー
ド
・
F
・
カ
リ
チ
マ
ン

『 
国
家
を
超
え
て
―
―
安
部
公
房
の
作
品
に
お
け
る
時
間
、
書
く
こ
と
、

そ
し
て
共
同
体
』
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郷
愁
へ
の
攻
撃
を
︑
一
九
六
九
年
の
講
演
﹁
続
・
内
な
る
辺
境
﹂
で
の
﹁
亡

国
の
芸
術
﹂
に
関
す
る
議
論
に
つ
な
げ
︑
安
部
に
と
っ
て
芸
術
は
国
民
国
家
︑

お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
形
の
国
家
へ
の
帰
属
意
識
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
と
す
る
︒

　﹁
一
　
砂
に
刻
ま
れ
た
し
る
し
た
ち
︱
︱
『
砂
の
女
』
に
つ
い
て
﹂
で
は
︑

広
く
称
賛
さ
れ
た
一
九
六
二
年
の
小
説
に
つ
い
て
︑
書
く
こ
と
が
人
間
主
体

に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
を
超
え
て
︑
一
九
四
四
年
の
エ
ッ

セ
イ
﹁
詩
と
詩
人
（
意
識
と
無
意
識
）﹂
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
に
影
響

を
受
け
た
議
論
を
参
照
し
つ
つ
︑
存
在
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
考
察
す
る
︒

書
く
こ
と
に
は
過
去
︑
現
在
︑
未
来
が
奇
妙
に
織
り
合
わ
さ
れ
て
お
り
︑
こ

の
小
説
に
お
い
て
は
形
態
と
流
動
の
間
の
緊
張
関
係
と
か
か
わ
っ
て
く
る
と

い
う
︒
形
態
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
提
供
す
る
の
に
対
し
︑
流
動
は
ま
っ

た
く
無
関
係
な
も
の
ど
う
し
の
相
互
関
係
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
間
違
っ
て
い
る
可
能
性
を
暴
露
す
る
︒
こ
の
緊
張
関
係
は

主
人
公
と
〝
砂
の
女
〟
と
の
性
交
だ
け
で
な
く
︑
砂
自
体
に
関
す
る
考
察
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
︒
安
部
の
テ
ク
ス
ト
は
文
学
と
哲
学
の
幅
広
い
関
係
へ
と

開
く
こ
と
で
理
解
で
き
る
︑
と
い
う
の
が
カ
リ
チ
マ
ン
の
主
張
で
あ
る
︒
ロ

ド
ル
フ
・
ガ
シ
ェ
︑
デ
リ
ダ
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
︑
ラ
ク
ー
=
ラ
バ
ル
ト
︑
ジ
ャ

ン
=
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
と
い
っ
た
哲
学
者
た
ち
の
仕
事
が
参
照
さ
れ
る

の
み
な
ら
ず
︑
安
部
の
テ
ク
ス
ト
自
体
も
精
緻
に
読
解
さ
れ
る
︒

　﹁
二
　
攪
乱
の
時
間
︱
︱
「
内
な
る
辺
境
」
に
つ
い
て
﹂
で
は
︑
一
九
六
八

年
と
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
と
講
演
に
あ
ら
わ
れ
た
時
間
と
空
間
の

関
係
を
探
究
す
る
︒
安
部
が
一
方
で
時
間
を
空
間
の
介
入
に
さ
き
だ
つ
純
粋

な
運
動
と
捉
え
つ
つ
︑
他
方
で
は
時
間
と
空
間
が
根
本
的
に
相
関
す
る
も
の

だ
と
示
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
カ
リ
チ
マ
ン
は
前
者
を
不
可
能
だ
と
し

て
︑
後
者
の
考
え
方
で
存
在
を
分
析
す
る
︒
安
部
に
よ
る
他
者
性
の
概
念
は

空
間
だ
け
で
な
く
時
間
を
も
含
み
込
ん
だ
運
動
の
一
般
化
を
し
て
い
る
が
︑

そ
れ
は
国
民
国
家
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
形
の
領
有
に
抵
抗
す
る
も
の
と
し
て
の

彼
の
ユ
ダ
ヤ
人
認
識
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
︒
そ
の
ユ
ダ
ヤ
民
族
概
念
の
持

つ
問
題
を
も
指
摘
し
な
が
ら
︑
カ
リ
チ
マ
ン
は
︑
国
民
国
家
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
核
心
で
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
論
理
に
対
す
る
安
部

の
異
議
申
し
立
て
の
強
力
さ
を
示
す
︒

　﹁
三
　『
他
人
の
顔
』
に
お
け
る
共
同
体
の
魅
惑
﹂
で
は
︑
一
九
六
四
年
の

小
説
を
︑
共
同
体
概
念
に
焦
点
を
あ
て
て
読
解
す
る
︒
伝
統
的
に
共
同
体
は

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
差
異
を
対
立
す
る
も
の
と
み
な
す
が
︑
そ
れ
を
不
満

と
す
る
安
部
は
︑
共
同
体
の
編
成
を
偶
然
性
に
基
礎
を
お
い
た
も
の
と
み
な

そ
う
と
す
る
︒
カ
リ
チ
マ
ン
は
︑
安
部
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
登
場
人
物
を
ど

の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
い
る
か
に
光
を
あ
て
︑
経
験
論
的
に
で
は
な
く
構
造

的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
論
じ
る
︒
共
同
体
の

形
成
に
は
そ
の
陰
画
と
し
て
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
創
造
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
安
部
が
こ
の
小
説
の
な
か
で
在
日
朝
鮮
人
や

ア
メ
リ
カ
合
州
国
で
の
黒
人
を
扱
っ
た
こ
と
が
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
人
種

主
義
の
共
謀
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
い
う
︒
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　﹁
四
　
介
入
︱
︱
安
部
公
房
の
﹂
で
は
︑
合
州
国
の
日
本
研
究
に
お
け
る
安

部
の
読
ま
れ
方
を
探
究
す
る
た
め
に
︑
介
入
の
概
念
を
う
ち
だ
す
︒
日
本
文

学
の
作
家
と
し
て
登
録
さ
れ
る
こ
と
で
︑
国
家
へ
の
所
属
の
論
理
に
対
す
る

安
部
の
攻
撃
が
否
認
さ
れ
て
き
た
矛
盾
に
カ
リ
チ
マ
ン
は
注
目
し
︑
日
本
研

究
の
制
度
が
︑
ど
の
よ
う
に
国
民
国
家
と
個
々
の
主
体
と
の
結
び
つ
き
を
緊

密
に
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
固
に
し
て
き
た
か
を
示
す
︒
彼
は
ド
ナ
ル

ド
・
キ
ー
ン
や
ジ
ョ
ン
・
W
・
ト
リ
ー
ト
と
い
っ
た
学
者
に
よ
る
安
部
の
解

釈
を
た
ど
り
︑
文
化
主
義
︑
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
︑
そ
し
て
人
種
主
義
と
と

も
に
あ
る
︑
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
普
遍
的
な
も
の
で
な
く
固
有
の

も
の
に
し
た
い
と
い
う
欲
望
を
見
出
す
︒
介
入
の
概
念
が
︑
客
体
の
構
築
に

お
い
て
本
来
は
主
体
と
客
体
の
相
互
関
係
で
あ
っ
た
も
の
を
含
ん
で
い
た
こ

と
を
示
し
︑
日
本
と
い
う
客
体
に
対
す
る
制
度
的
な
働
き
か
け
が
︑
安
部
の

テ
ク
ス
ト
が
つ
ね
に
混
乱
さ
せ
よ
う
と
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
論
理
に

基
礎
を
お
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
安
部
に
と
っ
て
︑
論
理
は
時

間
の
な
か
に
刻
ま
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
︒

安
部
の
思
想
は
研
究
対
象
の
地
位
に
引
き
下
げ
ら
れ
得
な
い
も
の
で
︑
そ
の

反
対
に
︑
方
法
論
の
レ
ベ
ル
で
彼
の
著
作
を
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
︒

　
終
章
で
は
︑
一
九
六
四
年
の
短
編
﹁
時
の
崖
﹂
に
生
の
時
間
に
内
包
さ
れ

た
死
を
読
み
取
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
︑
安
部
の
思
想
は
︑
既
成
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
概
念
へ
の
脅
威
と
い
う
レ
ベ
ル
で
︑
最
も
生
産
的
に
捉
え
ら
れ
る

と
す
る
︒
彼
の
日
常
の
現
実
へ
の
関
わ
り
は
介
入
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
︑
安
部
に
と
っ
て
介
入
の
な
い
現
実
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
︒
そ

し
て
同
年
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
目
撃
者
』
か
ら
︑
現
実
と
見
え
て
い
る
も
の

は
事
前
決
定
の
効
果
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
洞
察
︑

外
部
の
現
実
は
純
粋
に
外
部
の
も
の
で
は
な
く
︑
主
体
の
媒
介
の
レ
ベ
ル
で

構
成
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
︑
と
い
う
認
識
を
見
出
す
︒
ま
た
︑
再
び

『
砂
の
女
』
を
参
照
し
つ
つ
︑
時
間
が
経
過
し
て
も
変
わ
ら
ず
に
あ
り
続
け
る

自
己
概
念
の
拒
絶
や
︑
国
家
共
同
体
の
拒
絶
を
読
み
と
る
︒
そ
し
て
︑﹁
彼

ら
﹂
と
い
う
客
体
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
︑
主
体
の
﹁
我
々
﹂
が

膨
大
な
情
報
を
集
め
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
地
域
研
究
の
制
度
の
有
害
性
を

指
摘
し
︑
安
部
を
読
む
こ
と
が
こ
の
認
識
論
的
な
罠
の
自
覚
と
︑
客
体
と
制

度
を
違
っ
た
か
た
ち
で
見
る
こ
と
に
役
立
つ
と
述
べ
る
︒

　
こ
の
概
要
だ
け
で
わ
か
る
よ
う
に
︑
本
書
は
す
ぐ
れ
た
安
部
公
房
論
で
あ

る
だ
け
で
な
く
︑
安
部
の
テ
ク
ス
ト
自
体
を
理
論
と
し
て
用
い
て
日
本
研
究

の
制
度
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を
ひ
ら
い
た
も
の
だ
︒
そ
の
意
味
で
︑
こ
れ

は
先
に
挙
げ
た
﹁
内
な
る
辺
境
﹂
の
序
章
で
あ
り
︑
鳥
羽
耕
史
編
『
安
部
公

房
︱
︱
メ
デ
ィ
ア
の
越
境
者
』（
森
話
社
︑
二
〇
一
三
年
）
に
も
収
録
し
た
カ

リ
チ
マ
ン
の
﹁
社
会
理
論
と
し
て
の
安
部
公
房
﹂
の
続
編
と
し
て
︑
そ
こ
で

思
い
描
か
れ
た
可
能
性
を
存
分
に
展
開
し
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
︒
四
章
に
お
け
る
キ
ー
ン
と
ト
リ
ー
ト
へ
の
批
判
は
か
な
り
痛
烈

な
も
の
だ
が
︑
こ
れ
を
単
な
る
個
人
攻
撃
と
捉
え
て
は
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
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北
米
の
日
本
研
究
︑
ひ
い
て
は
酒
井
直
樹
の
い
う
﹁
西
洋
／
そ
の
他
（the 

W
est and the R

est

）﹂
の
﹁
西
洋
﹂
の
立
場
か
ら
﹁
そ
の
他
﹂
を
研
究
す
る
も

の
と
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
学
問
全
般
へ
の
批
判
に
な
っ
て
い
る
の
だ
︒

　
こ
の
批
判
を
︑
日
本
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で

き
る
だ
ろ
う
か
︒
国
学
の
伝
統
に
発
し
︑
近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
と
も

に
歩
ん
だ
国
文
学
研
究
の
制
度
は
︑
欧
米
諸
国
の
国
民
文
学
に
並
ぶ
も
の
と

し
て
の
国
文
学
の
確
立
を
使
命
と
し
て
き
た
︒
こ
こ
で
は
︑
先
の
批
判
が
客

体
と
し
て
の
固
有
性
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
を
︑
主
体
と
し
て
の
固
有
性
の

議
論
に
変
え
れ
ば
応
用
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
カ
リ
チ
マ
ン
も
指
摘
す

る
よ
う
に
︑
自
ら
は
日
本
文
学
研
究
の
制
度
に
安
住
し
な
が
ら
︑
文
学
作
品

の
内
容
に
か
か
わ
る
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
﹂
を
展
開
す
る
︑
と
い
う
の

は
日
米
双
方
で
の
流
行
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
こ
れ
に
無
関
係
だ
と
言

い
き
れ
る
研
究
者
は
多
く
な
い
だ
ろ
う
︒
文
学
部
の
日
本
文
学
研
究
に
関
わ

る
コ
ー
ス
に
所
属
す
る
研
究
者
や
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究

者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
は
や
り
の
国
際
系
・
領
域
横
断
系
の
学
部
や
組
織

に
所
属
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
も
︑
自
ら
に
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
の
は
ず

で
あ
る
︒
特
に
︑
日
米
と
も
に
い
わ
ゆ
る
﹁
実
学
﹂
や
自
然
科
学
優
先
で
人

文
学
が
軽
視
さ
れ
る
情
勢
下
で
は
︑
一
方
で
研
究
領
域
の
必
要
性
や
重
要
性

を
指
摘
し
つ
つ
︑
他
方
で
自
ら
も
荷
担
し
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
自
覚

し
批
判
す
る
︑
と
い
う
両
面
作
戦
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　
た
だ
し
︑
安
部
公
房
に
つ
い
て
は
事
情
が
も
う
少
し
複
雑
に
な
っ
て
く
る
︒

私
小
説
が
支
配
的
だ
っ
た
日
本
文
壇
に
お
け
る
異
端
で
あ
り
︑
カ
フ
カ
に
影

響
を
受
け
︑
多
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
﹁
国
際
的
作
家
﹂
と
い
う
日
本
で
の
定

型
的
な
評
価
に
対
し
︑
そ
れ
に
あ
る
程
度
同
意
し
な
が
ら
も
能
や
狂
言
な
ど

の
日
本
文
学
の
伝
統
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
キ
ー
ン
ら
の
評
価
は
大
き
く

異
な
る
か
ら
だ
︒
さ
ら
に
近
年
︑
彼
の
旧
満
州
で
の
生
い
立
ち
や
引
き
揚
げ

の
経
験
に
注
目
し
な
が
ら
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
文
脈
で
読
み
解
く
試
み

も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
欧
米
と
の
関
わ
り
に
偏
っ
た
従
来
の
﹁
国
際
的

作
家
﹂
と
は
違
う
意
味
で
の
国
際
性
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
︒
従
来
の

﹁
国
際
的
作
家
﹂
評
価
は
し
ば
し
ば
﹁
日
本
の
誇
る
﹂
と
い
う
語
り
に
回
収
さ

れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
︑
先
に
も
述
べ
た
制
度
内
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の

罠
に
さ
え
陥
ら
な
け
れ
ば
︑
新
し
い
方
向
に
は
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　
と
も
あ
れ
︑
カ
リ
チ
マ
ン
の
開
い
た
哲
学
的
読
解
の
地
平
は
︑
安
部
公
房

研
究
︑
お
よ
び
人
文
学
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
達
成
で
あ
る
︒
国
籍
・
所

在
地
を
問
わ
ず
こ
う
し
た
研
究
に
か
か
わ
る
者
と
し
て
の
﹁
我
々
﹂
は
︑
自

ら
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
本
書
を
読
み
︑
応
答
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
︒


