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�
岡
拓
君
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
名

十
九
世
紀
の
社
会
と
天
皇

―
京
都
民
衆
の
歴
史
意
識
・
由
緒
の
旋
回
―

論
文
審
査
要
旨

近
年
、
社
会
思
想
史
や
政
治
文
化
論
的
視
座
か
ら
の
近
代
天
皇
制
に
か

か
わ
る
研
究
が
厚
み
を
増
し
つ
つ
あ
る
が
、
天
皇
（
制
）
と
民
衆
の
関
係

を
一
元
的
・
一
方
的
な
教
化
・
浸
透
と
し
て
で
は
な
く
、
民
衆
側
の
期

待
・
応
答
な
ど
を
含
め
て
具
体
的
、
多
面
的
に
検
討
し
た
研
究
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
蓄
積
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
民
衆
に

よ
る
天
皇
観
の
分
析
が
、
史
料
的
に
も
方
法
的
に
も
極
め
て
困
難
で
あ
る

こ
と
が
そ
の
大
き
な
理
由
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
�
岡
拓
君
提

出
の
本
学
位
請
求
論
文
「
十
九
世
紀
の
社
会
と
天
皇

―
京
都
民
衆
の
歴

史
意
識
・
由
緒
の
旋
回
―
」
は
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
で
、
幕
末
か

ら
明
治
前
期
の
京
都
民
衆
に
と
っ
て
朝
廷
が
い
か
な
る
「
意
味
」
を
も
つ

存
在
で
あ
っ
た
か
と
い
う
基
本
的
な
視
点
を
設
定
し
、
関
係
史
料
を
網
羅

的
に
渉
猟
し
、
丹
念
な
そ
の
読
み
解
き
を
通
じ
て
困
難
な
課
題
の
解
明
に

一
つ
の
道
筋
を
つ
け
よ
う
と
試
み
た
非
常
に
意
欲
的
、
か
つ
堅
実
な
労
作

で
あ
る
。

序
章
・
終
章
を
除
き
、
二
部
、
都
合
十
章
か
ら
な
る
同
論
文
の
構
成
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
章

第
一
部

京
都
市
民
の
歴
史
意
識
と
天
皇
認
識

第
一
章

近
世
後
期
に
お
け
る
京
都
町
人
と
天
皇

第
二
章

明
治
初
年
に
お
け
る
京
都
市
民
と
天
皇

第
三
章

第
二
回
京
都
博
覧
会
の
開
催

第
四
章

九
門
内
の
改
良
と
都
市
振
興

補

論

明
治
十
八
年
四
月
〜
二
五
年
五
月
ま
で
の
京
都
市
内
に
お

け
る
桓
武
天
皇
認
識

第
五
章

平
安
遷
都
千
百
年
紀
念
祭
と
京
都
実
業
協
会

第
六
章

内
国
勧
業
博
覧
会
誘
致
運
動
と
地
鎮
祭
の
開
催

第
七
章

平
安
遷
都
千
百
年
紀
念
祭
協
賛
会
の
寄
付
金
募
集
活
動

第
二
部

大
原
郷
士
と
惟
喬
親
王
由
緒

第
八
章

近
世
期
の
大
原
郷
士

第
九
章

明
治
維
新
と
大
原
郷
士

第
十
章

明
治
期
の
大
原
郷
士

終
章

�
岡
君
は
序
章
に
お
い
て
、
近
代
天
皇
制
研
究
の
膨
大
な
蓄
積
を
自
ら

の
問
題
関
心
か
ら
整
理
し
た
上
で
、
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
民
衆
の
近
代

天
皇
制
の
受
容
過
程
を
京
都
に
お
け
る
所
謂
中
間
層
の
「
歴
史
意
識
」
や

「
由
緒
」
を
通
じ
て
議
論
す
る
こ
と
が
、
研
究
史
上
に
占
め
得
る
位
置
に

つ
い
て
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。

つ
い
で
、
本
論
第
一
部
「
京
都
市
民
の
歴
史
認
識
と
天
皇
認
識
」
で
は
、

無
限
定
に
「
京
都
は
朝
廷
と
特
別
な
関
係
が
あ
る
」
と
い
う
通
念
が
、
実

彙

報彙

報
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は
維
新
以
後
に
創
ら
れ
た
歴
史
的
所
産
で
あ
り
、
京
都
民
衆
に
と
っ
て
の

「
特
別
」
性
は
、
公
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
一
体
化
で
は
な
く
、
む
し
ろ

き
わ
め
て
実
利
的
な
�
活
用
�
対
象
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
祇
園
祭
の
際
、
船
鉾
町
が
朝
廷
に
対
し
神
功
皇

后
の
神
面
や
腹
帯
を
献
上
し
て
い
た
実
態
の
分
析
や
、
占
出
山
町
が
拝
領

し
た
菊
御
紋
付
提
灯
の
掲
示
に
奔
走
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
通
じ
、
菊
御

紋
や
御
札
の
授
受
、
御
所
の
年
中
行
事
な
ど
が
市
民
の
民
俗
的
信
心
世
界

に
一
定
の
重
み
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
。
続
く
第
二
章
で
は
、
従
来
の
研

究
が
尊
王
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
経
済
的
不
安
と
い
う
動
機
だ
け
で
説
明
し
て

き
た
京
都
市
民
に
よ
る
皇
后
行
啓
反
対
運
動
と
い
う
事
例
を
再
吟
味
し
、

維
新
期
京
都
で
の
「
朝
廷
・
公
家
の
不
在
」
が
、
彼
等
に
そ
の
存
在
価
値

を
気
づ
か
せ
る
結
果
と
な
っ
た
と
い
う
、
逆
説
的
な
「
意
味
」
を
析
出
し

て
い
る
。

明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
禁
裏
御
所
と
仙
洞
御
所
を
利
用
し
て
開
催

さ
れ
た
第
二
回
京
都
博
覧
会
の
実
態
を
中
心
に
論
じ
た
第
三
章
、
第
四
章
、

お
よ
び
補
論
で
は
、
明
治
前
期
に
お
け
る
「
御
所
の
扱
わ
れ
方
」
を
分
析

し
、
仙
洞
御
所
庭
園
が
禽
獣
会
場
に
な
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
含
め
、

槇
村
正
直
知
事
の
下
で
御
所
が
活
用
さ
れ
る
様
子
を
原
史
料
に
基
づ
き
初

め
て
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、「
万
人
偕
楽
の
地
」
と
い

う
観
光
資
源
的
扱
い
の
な
か
で
「
京
都
の
歴
史
」
が
意
識
化
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
、
さ
ら
に
は
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
の
大
内
保
存
政
策
が
そ
の

ま
ま
「
聖
域
化
」
に
直
結
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
研
究
史

的
に
も
斬
新
な
指
摘
が
随
所
に
認
め
ら
れ
る
。

第
五
章
、
第
六
章
、
お
よ
び
第
七
章
で
は
、
平
安
遷
都
千
百
年
紀
念
祭

が
企
画
・
立
案
さ
れ
て
ゆ
く
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
実
態
を
実
証
的

に
検
証
し
、
内
国
勧
業
博
覧
会
と
セ
ッ
ト
で
登
場
し
た
も
の
の
、
会
場
地

を
め
ぐ
る
対
立
等
で
�
挙
市
一
致
�
が
危
う
く
な
り
、「
砂
持
」
の
乱
舞

が
そ
れ
を
解
消
す
る
、
と
い
っ
た
極
め
て
興
味
深
い
歴
史
事
実
と
そ
の
分

析
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

以
上
第
一
部
の
諸
論
考
を
通
じ
て
、
�
岡
君
は
、
近
代
天
皇
制
を
根
拠

づ
け
る
公
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
宗
教
性
そ
の
も
の
よ
り
も
、
経
済
的
・
社

会
的
な
動
機
が
京
都
市
民
の
行
動
を
支
え
て
い
た
側
面
を
指
摘
し
、
そ
れ

ゆ
え
に
こ
そ
「
歴
史
意
識
」
を
喚
起
し
受
容
す
る
契
機
に
も
な
っ
た
、
と

い
う
逆
説
的
な
論
理
で
京
都
市
民
の
天
皇
制
受
容
を
説
明
し
よ
う
と
試
み

て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
橿
原
神
宮
の
創
設
や
明
治
期
の
巡
幸
を
め

ぐ
る
各
地
の
動
き
な
ど
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
の
中
で
も
既
に
指
摘
さ
れ

て
お
り
、
必
ず
し
も
同
君
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
言
え
な
い
が
、
京
都

で
さ
え
「
例
外
」
で
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
本
論
文
の
研
究
史

上
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。

第
二
部
は
、
大
原
郷
士
の
惟
喬
親
王
由
緒
を
素
材
に
、
大
原
郷
士
が
み

ず
か
ら
の
由
緒
を
近
世
、
明
治
維
新
、
明
治
初
期
と
大
き
な
時
代
の
変
化

に
応
じ
て
組
み
替
え
て
い
く
過
程
を
、
第
八
章
、
第
九
章
、
第
十
章
の
三

つ
の
章
を
通
じ
て
、
丹
念
に
追
跡
し
た
も
の
で
、
近
世
の
大
原
郷
士
の
実

態
か
ら
維
新
後
の
士
族
編
入
運
動
ま
で
そ
の
実
態
分
析
を
積
み
重
ね
た
論

考
で
あ
る
。
大
原
郷
士
は
、
近
世
社
会
の
中
で
必
ず
し
も
安
定
し
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
彼
等
の
特
権
を
め
ぐ
り
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
に
由

緒
の
改
変
を
行
い
、
大
原
郷
内
の
他
の
住
民
達
と
の
差
異
化
・
差
別
化
を

史

学

第
七
八
巻

第
一
・
二
号
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は
か
っ
て
い
く
。
維
新
後
は
、
維
新
政
府
へ
の
出
仕
を
嘆
願
し
、
そ
の
際
、

惟
喬
親
王
と
の
由
緒
を
天
皇
・
朝
廷
と
の
由
緒
へ
と
拡
大
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
い
っ
た
ん
は
政
府
へ
の
出
仕
を
実
現
し
、
ま
た
最
終
的
に
は

士
族
へ
の
編
入
を
実
現
し
て
ゆ
く
。
北
垣
府
政
下
の
京
都
府
が
な
ぜ
民
権

運
動
対
策
と
し
て
郷
士
の
士
族
編
入
に
積
極
的
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て

の
解
明
は
、
�
岡
君
の
別
稿
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
近
代
に
な
っ
て

惟
喬
親
王
と
の
由
緒
を
天
皇
・
朝
廷
と
の
由
緒
へ
と
拡
大
解
釈
し
て
い
く

（
つ
ま
り
は
近
代
に
合
わ
せ
て
天
皇
を
受
け
容
れ
て
い
く
）
と
い
う
議
論

は
充
分
に
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
由
緒
」
の
研
究
は
前

近
代
に
お
け
る
そ
れ
を
中
心
に
、
以
前
か
ら
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら

れ
て
き
て
い
る
が
、「
由
緒
の
創
造
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
議
論
を
超
え
、

さ
ら
に
そ
の
「
改
変
の
プ
ロ
セ
ス
」
ま
で
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う

と
試
み
た
研
究
は
少
な
く
、
大
原
郷
士
の
事
例
は
、
当
事
者
た
ち
に
と
っ

て
「
由
緒
」
が
も
つ
重
み
や
、
ど
の
よ
う
に
し
て
根
拠
を
探
し
出
し
て
い

っ
た
の
か
を
め
ぐ
る
個
別
具
体
的
で
極
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
十
編
に
の
ぼ
る
論
考
を
通
じ
て
�
岡
君
は
、「
近
世

後
期
の
京
都
町
人
に
と
っ
て
『
何
と
な
く
自
然
と
相
憚
』
と
い
う
抽
象
的

な
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
天
皇
が
、
東
京
『
遷
都
』
と
い
う
事
態
を
前
に

京
都
市
民
の
生
活
の
安
定
を
も
た
ら
し
て
き
た
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る

に
至
っ
た
」
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
は
、「
自
分
達
の
生
活
が
天
皇
・
朝

廷
の
存
在
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
浮
上
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
」、
た
だ
し
「
行
啓
反
対
活
動
の
時
期
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
要
素
で
し

か
な
か
っ
た
天
皇
・
朝
廷
の
歴
史
」
は
「
第
二
回
京
都
博
覧
会
を
機
に
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
要
素
へ
と
転
換
し
、
京
都
の
都
市
振
興
に
利
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
」、
ま
た
「（
大
内
保
存
の
動
き
の
中
で
）
一
部
の
京
都
市
民
の

間
に
桓
武
天
皇
を
特
に
重
ん
じ
る
意
識
を
芽
生
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
」
と
論
を
進
め
る
。
そ
し
て
平
安
遷
都
千
百
年
祭
、
そ
の
中
で
の
「
地

鎮
祭
の
開
催
意
義
に
つ
い
て
、
敷
地
問
題
で
生
じ
た
京
都
内
部
の
地
域
間

対
立
を
解
消
さ
せ
た
こ
と
、
桓
武
天
皇
や
平
安
京
遷
都
の
歴
史
を
重
ん
じ

る
意
識
を
社
会
的
に
普
及
さ
せ
て
い
く
重
大
な
契
機
に
な
っ
た
」、
と
ま

と
め
て
い
る
。
大
原
郷
士
の
事
例
で
は
、
彼
等
が
特
権
を
担
保
す
る
た
め

に
、
み
ず
か
ら
の
由
緒
を
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
組
み
替
え
て
い
っ
た
事

実
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
�
岡
君
の
議
論
の
焦
点

は
、
突
き
詰
め
て
言
え
ば
、
社
会
的
経
済
的
利
害
と
、
天
皇
に
か
か
わ
る

「
由
緒
」
や
「
歴
史
」
の
意
識
が
相
互
規
定
的
・
弁
証
的
に
展
開
し
て
き

た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
同
君
の
精
緻
な
史
料
収
集
と
分
析
を
基
礎
に
、

一
つ
一
つ
の
論
考
が
個
別
具
体
的
な
事
例
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
が
ら
も
、

全
体
と
し
て
ま
と
ま
り
の
あ
る
非
常
に
魅
力
的
・
挑
戦
的
な
論
文
と
な
っ

て
い
る
。

も
っ
と
も
、
�
岡
君
の
議
論
に
は
、
い
さ
さ
か
結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
る
面

が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
「
近
世
後
期
の
京
都
町
人
に
と
っ
て
『
何
と
な

く
自
然
と
相
憚
』
と
い
う
抽
象
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
天
皇
」
と
断

定
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
事
実
」
自
体
は
本
論
文
で
は
ほ
と
ん
ど
実
証
さ

れ
て
は
い
な
い
。
京
都
は
「
特
殊
」
で
は
な
く
先
行
す
る
典
型
で
あ
る
と

い
う
議
論
も
ま
た
、
京
都
に
お
け
る
公
家
社
会
や
そ
こ
に
出
入
り
す
る

様
々
な
人
々
の
存
在
の
重
さ
に
対
す
る
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
目
配
り
を

欠
き
、
若
干
性
急
に
導
き
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
治
二

彙

報
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）
年
の
皇
后
行
啓
反
対
の
動
き
に
つ
い
て
も
「
自
分
達
の
生

活
が
天
皇
・
朝
廷
の
存
在
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
浮
上
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
」
つ
ま
り
は
こ
の
時
京
都
市
民
は
天
皇
・
朝
廷
の
存
在

の
も
つ
大
き
さ
を
「
は
じ
め
て
知
っ
た
」
と
断
定
し
て
い
る
点
に
も
、
こ

れ
ま
で
の
京
都
を
め
ぐ
る
膨
大
な
研
究
蓄
積
を
俯
瞰
す
る
と
き
、
少
な
か

ら
ざ
る
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
遷
都
千
百
年
祭
に
つ
い
て
「
桓
武
天
皇
や

平
安
京
遷
都
の
歴
史
を
重
ん
じ
る
意
識
を
社
会
的
に
普
及
さ
せ
た
」
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
首
肯
で
き
る
も
の
の
、「
桓
武
天
皇
や
平
安
京
遷
都
の

歴
史
を
重
ん
じ
る
意
識
」
の
普
及
が
そ
れ
で
は
京
都
に
何
を
も
た
ら
し
て

い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
も
不

満
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、
同
君
の
先
行
研
究
、
と
り
わ
け
小
林
丈
広
氏
の
論
考
に
対
す

る
扱
い
に
つ
い
て
、
若
干
付
言
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
�
岡
君
は
、
同

氏
と
の
問
題
意
識
の
違
い
を
強
調
し
、
い
く
つ
か
の
誤
り
に
つ
い
て
史
料

に
基
づ
き
修
正
を
加
え
て
も
い
る
。
し
か
し
、
�
岡
君
が
丹
念
に
渉
猟
し

た
史
料
の
所
在
そ
の
も
の
を
含
め
、
該
博
な
知
識
を
基
礎
に
し
た
小
林
氏

の
先
行
研
究
に
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
そ
の
点
、
小
林
氏
の
諸
論
文
（
及
び
そ
の
他
の
先
行
研
究
の
諸
業

績
）
が
持
つ
研
究
史
上
の
意
義
と
、
同
君
が
そ
こ
か
ら
受
け
た
恩
恵
と
を
、

謙
虚
か
つ
積
極
的
に
受
け
容
れ
、
そ
れ
を
明
示
的
に
記
述
し
て
ゆ
く
姿
勢

が
も
う
少
し
欲
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
�
岡
拓
君
提
出
の
学
位
請
求
論
文
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
疑

問
点
を
含
め
審
査
要
旨
を
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
本
論
文
は
徹
底

的
な
史
料
の
渉
猟
と
実
証
分
析
の
精
緻
さ
の
点
で
き
わ
め
て
優
れ
て
お
り
、

今
後
の
近
代
天
皇
研
究
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
べ
き
業
績
と
な
る
で
あ
ろ

う
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
疑
問
の
余
地
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
依
っ
て
審

査
員
一
同
、
本
論
文
を
博
士
号
学
位
授
与
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と

判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

論
文
審
査
担
当
者

主
査

慶
應
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塾
大
学
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教
授
・
同
大
学
院
文
学
研
究

科
委
員

柳
田
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夫

副
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大
学
経
済
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部
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授
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大
学
院
経
済
学

研
究
科
委
員

経
済
学
博
士

小
室

正
紀

副
査

京
都
橘
大
学
文
学
部
教
授

博
士（
文
化
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学
）

高
久
嶺
之
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東
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学
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教
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