
本
書
は
平
成
十
九
年
三
月
に
本
学
大
学
院
生
活
機
構
研

究
科
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
「
近
代
開
拓
村
に
お
け
る

帰
属
意
識
の
変
遷
に
関
す
る
研
究

�旧
会
津
藩
士
お
よ
び

屯
田
兵
と
神
社
の
関
係
か
ら

�」
を
骨
子
と
し
、
そ
れ
に

若
干
の
加
筆

�修
正
を
加
え
て
出
版
さ
れ
た
。
著
者
遠
藤

由
紀
子
さ
ん
は
、
本
学
に
お
い
て
学
部
、
大
学
院
前
期
博

士
（
修
士
）
課
程
、
後
期
博
士
課
程
を
最
短
で
進
ま
れ
勉

学
に
集
中
さ
れ
た
。
遠
藤
さ
ん
は
、
学
部
の
卒
業
論
文
か

ら
修
士
論
文
、
博
士
論
文
と
一
貫
し
て
北
海
道
に
設
置
さ

れ
た
屯
田
兵
村
を
中
心
と
す
る
近
代
開
拓
村
と
神
社
と
の

関
係
を
論
求
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
長
年
に
わ
た
る
研
究
成

果
が
本
書
の
も
と
と
な
っ
た
博
士
論
文
と
し
て
結
実
し
た

の
で
あ
っ
た
。
遠
藤
さ
ん
は
東
北
人
特
有
の
粘
り
を
も
っ

て
研
究
に
当
た
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
粘
り
に
よ
る
研
究

成
果
が
本
書
の
至
る
箇
所
に
み
ら
れ
、
遠
藤
さ
ん
の
性
格

が
非
常
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
好
著
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
遠
藤
さ
ん
の
学
問
的
な

特
徴
が
全
面
的
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
特

徴
は
ま
さ
に
遠
藤
さ
ん
の
性
格
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
本
書
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。

本
書
は
序
章
、
本
論
（
第
一
章
か
ら
第
七
章
）、
終
章
か

ら
な
る
合
計
九
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
後
に
あ
と

が
き
、
参
考
文
献

�引
用
文
献
、

A
B
S
T
R
A
C
T
、
索
引

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

序
章
は
、
問
題
提
起
、
本
書
の
対
象
と
目
的
な
ど
五
項

目
か
ら
成
っ
て
い
る
。
最
初
に
「
人
々
は
日
々
の
生
活
の

な
か
で
、
神
を
様
々
な
困
難
を
乗
り
越
え
て
い
く
た
め
の

支
え
と
し
、
ま
た
感
謝
し
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
れ
は

心
の
拠
り
所
と
な
り
、
生
き
て
い
く
源
と
な
っ
て
い
た
と

い
え
る
。
近
代
開
拓
村
に
お
け
る
人
々
に
と
っ
て
の
神
社

の
存
在
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
」
（
六
頁
）
と
問
題
提
起

が
明
確
に
示
さ
れ
、
近
代
開
拓
村
の
事
例
と
し
て
屯
田
兵

村
が
対
象
と
さ
れ
る
。
か
か
る
問
題
提
起
に
対
し
、
神
社

が
屯
田
兵
を
中
心
と
す
る
入
植
者
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
役
割
や
機
能
を
担
っ
て
い
た
の
か
を
分
析

�検
討
す
る

中
で
、
明
治
期
の
近
代
国
家
形
成
期
を
生
き
た
人
々
の
精

神
面
を
解
明
し
た
い
と
い
う
目
的
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
章
で
は
、
本
テ
ー
マ
に
関
す
る
従
来
の
先
行
業
績

を
丁
寧
に
収
集
し
、
そ
の
整
理
を
行
な
う
と
と
も
に
、
か

か
る
学
問
分
野
に
お
け
る
本
書
の
位
置
づ
け
を
論
述
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
本
書
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、

特
に
学
際
的
研
究
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
六
つ
の
章
は
、
本
論
と
称

す
べ
き
本
書
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
章
で
あ
る
。
各
章
は
、

屯
田
兵
を
中
心
と
す
る
入
植
者
の
事
例
研
究
に
基
づ
い
た

研
究
で
あ
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
第
二
章
は
幕
末
期
か

ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
会
津
藩
士
と
神
社
と
の
関
係
を
、

北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ま
で

使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
新
史
料
を
用
い
て
詳
し
く
分
析

し
た
と
い
う
特
色
が
み
ら
れ
る
。
第
三
章
で
は
、
屯
田
兵

村
と
し
て
初
期
に
設
置
さ
れ
た
琴
似
兵
村
、
江
別
兵
村
が

事
例
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
両
屯
田
兵
村
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は
屯
田
兵
と
し
て
札
幌
地
域
に
入
植
し
た
旧
会
津
藩
士
を

調
査
対
象
と
し
た
も
の
で
、
旧
会
津
藩
士
の
そ
の
後
の
動

向
を
追
証
す
る
と
と
も
に
、
両
屯
田
兵
村
内
に
設
置
さ
れ

た
神
社
の
勧
請
過
程
や
祭
神
な
ど
の
比
較
を
行
な
っ
た
。

続
く
第
四
章
か
ら
第
七
章
で
は
、
前
二
章
で
実
施
し
た

旧
会
津
藩
士
の
動
向
か
ら
離
れ
て
、
屯
田
兵
村
と
神
社
と

の
問
題
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
理

由
は
、
屯
田
兵
の
募
集
が
当
初
旧
会
津
藩
に
代
表
さ
れ
る

士
族
籍
を
有
す
る
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
明

治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
の
「
屯
田
兵
条
例
」
の
改
正

に
よ
り
、
平
民
籍
の
者
で
も
屯
田
兵
と
な
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
士
族
屯
田
兵
の

入
植
地
と
し
て
、
札
幌
周
辺
に
位
置
す
る
山
鼻
兵
村
、
新

琴
似
兵
村
、
篠
路
兵
村
の
三
屯
田
兵
村
が
対
象
と
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
三
屯
田
兵
村
の
現
地
調
査
か
ら
札
幌
周
辺
に
形
成

さ
れ
た
士
族
屯
田
兵
村
に
お
け
る
神
社
の
特
色
と
入
植
し

た
屯
田
兵
の
帰
属
意
識
が
分
析

�検
討
さ
れ
て
い
る
。
第

五
章
で
は
、
同
様
に
士
族
屯
田
兵
村
の
入
植
地
と
し
て
、

道
東
の
根
室
地
域
に
形
成
さ
れ
た
和
田
兵
村
と
太
田
兵
村

の
二
屯
田
兵
村
が
選
ば
れ
、
分
析

�検
討
が
な
さ
れ
た
。

第
六
章
で
は
、
第
四
章
お
よ
び
第
五
章
が
士
族
屯
田
兵
村

に
関
し
て
の
検
討
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
士
族
屯
田
と
平

民
屯
田
が
混
在
し
て
形
成
さ
れ
た
石
狩
川
流
域
地
域
の
十

一
の
屯
田
兵
村
に
つ
い
て
、
屯
田
兵
と
神
社
と
の
関
係
を

知
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の
「
創
立
由
縁
」
に
注
目

し
、
屯
田
兵
と
神
社
と
の
解
明
を
行
な
っ
た
。
第
七
章
で

は
、
平
民
屯
田
の
入
植
地
の
事
例
と
し
て
、
北
見

�上
湧

別
地
域
に
形
成
さ
れ
た
端
野
兵
村
、
野
付
牛
兵
村
、
相
内

兵
村
、
湧
別
兵
村
、
上
湧
別
兵
村
の
合
計
五
屯
田
兵
村
が

選
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
五
屯
田
兵
村
は
「
屯
田
兵
制
度
」

の
終
末
期
に
形
成
さ
れ
た
の
で
、
北
方
警
備
よ
り
も
開
拓

に
重
点
が
置
か
れ
た
と
い
う
特
色
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
各
屯
田
兵
村
に
お
け
る
神
社
の
歴
史
な
ど
か
ら
、
入

植
し
た
屯
田
兵
の
帰
属
意
識
を
中
心
に
論
が
進
め
ら
れ
た
。

終
章
で
は
、
本
書
の
結
論
を
大
き
く
以
下
の
二
点
に
ま

と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
点
と
し
て
、
各
章
で
論

証
さ
れ
た
各
地
域
の
屯
田
兵
村
に
設
置

�鎮
座
し
た
神
社

に
関
し
て
、
各
種
の
古
文
書
類
、
祭
神
、
立
地
条
件
な
ど

を
、
多
角
的
に
比
較

�分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
屯
田
兵
村
に
入
植
し
た
屯
田
兵
の
帰
属
意
識
の
解
明

が
で
き
た
こ
と
。
第
二
点
と
し
て
、
屯
田
兵
村
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
近
代
開
拓
村
に
お
け
る
入
植
者
の

帰
属
意
識
に
関
し
て
、
入
植
の
時
期
や
身
分
に
よ
り
類
型

化
を
試
み
、
そ
の
変
遷
を
明
確
に
し
た
こ
と
、
の
二
点
で

あ
る
。

以
上
の
各
章
の
簡
単
な
紹
介
で
判
明
す
る
よ
う
に
、
本

書
は
屯
田
兵
村
に
代
表
さ
れ
る
近
代
開
拓
村
と
神
社
と
の

関
係
を
、
現
地
で
の
数
回
に
も
わ
た
る
詳
細
な
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
で
収
集
し
た
成
果
を
至
る
所
に
盛
り
込
ん
だ
非

常
に
意
欲
的
な
研
究
で
あ
る
と
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
も
、
研
究
手
法
に
は
歴
史
地
理
学
お
よ
び
歴

史
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
民
俗
学
、
社
会
学
な
ど
関
連
諸
科

学
分
野
の
研
究
手
法
に
も
大
い
に
注
目
し
た
学
際
的
な
研

究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
書
二

〇
頁
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
学
研
究
者
間
で

「
新
し
い
歴
史
学
」
と
称
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
じ

ま
っ
た
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
歴
史
学
的
手
法
に
著
者
が
非
常

に
造
詣
が
深
い
こ
と
に
起
因
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
近
年
に
お
け
る

歴
史
地
理
学
や
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
多
く
の
社
会
科
学
の

研
究
分
野
で
注
目
を
浴
び
て
い
る
学
際
的
研
究
で
あ
る
。

学
際
的
研
究
は
今
後
歴
史
地
理
学
や
歴
史
学
な
ど
社
会
科

学
の
新
し
い
潮
流
と
な
る
と
推
察
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な

意
味
か
ら
も
大
学
院
生
を
筆
頭
に
歴
史
地
理
学
や
歴
史
学

専
攻
に
進
み
た
い
と
願
っ
て
い
る
学
部
学
生
に
も
最
適
の

研
究
書
で
あ
る
と
い
え
る
。

な
お
、
著
者
遠
藤
さ
ん
は
本
書
に
み
ら
れ
る
立
派
な
学

術
的
業
績
の
他
に
、
幕
末
を
中
心
と
す
る
新
進
気
鋭
の
歴

史
小
説
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
二
〇
〇
九

年
に
福
島
民
報
社
よ
り
「
福
島
民
報
出
版
文
化
奨
励
賞
」

を
本
書
に
よ
っ
て
受
賞
さ
れ
た
。

（
た
ば
た

ひ
さ
お

歴
史
文
化
学
科
）
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