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学
位
論
文
審
査
報
告

小
田
英
郎
助
教
授
学
位
論
文
審
査
報
告

　
小
田
英
郎
君
提
出
に
係
る
学
位
請
求
論
文
『
現
代
ア
フ
リ
カ
の
政
治
と
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
』
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

序
章
現
代
ア
フ
リ
カ
の
政
治
と
イ
デ
オ
・
ギ
ー

　
1
　
変
動
期
の
政
治
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
馨
の
比
重
と
役
割

　
2
　
ア
フ
リ
カ
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
特
殊
性

第
一
章
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　
ー
　
ア
フ
リ
カ
・
ナ
シ
響
ナ
リ
ズ
ム
の
性
格

　
2
　
ア
フ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
主
体
性
の
論
理
と
心
理

　
3
ア
フ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
系
譜

第
二
章
　
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
1
的
形
成
と
発
展

　
ー
　
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
の
概
念

　
2
　
主
体
性
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム

　
3
　
ア
フ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
接
合
と
発
展

第
三
章
前
期
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
の
史
的
展
開

　
ー
　
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
の
主
流
と
デ
ュ
ボ
イ

2
充
8
年
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
譲
と
デ
季

　
3
　
谷
間
の
時
期
の
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム

　
4
　
一
九
醐
九
年
バ
ン
・
ア
フ
リ
カ
会
議
と
デ
轟
ボ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四
　
　
（
二
〇
八
八
）

　
5
　
頂
点
に
た
つ
前
期
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム

　
6
　
下
降
す
る
前
期
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム

第
四
章
　
マ
ー
ヵ
ス
・
ガ
耳
ヴ
ィ
ー
と
前
期
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム

　
ー
　
問
題
点
の
検
討

　
2
　
ガ
ー
ヴ
ィ
ー
の
人
種
観
と
ア
フ
リ
カ
観

　
3
　
ガ
ー
ヴ
ィ
ー
主
義
運
動
の
展
開

　
4
　
結
語
ー
ー
ガ
竃
ヴ
ィ
置
と
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム

第
五
章
　
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　
ー
　
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
の
現
代
的
意
義

　
2
　
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
思
想
の
諸
潮
流

　
3
・
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
思
想
の
問
題
点

第
六
章
　
人
種
差
別
の
イ
デ
オ
雛
ギ
；
と
制
度

　
1
　
問
題
視
角
の
設
定

　
2
　
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
実
態
と
そ
の
論
理

　
3
　
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
矛
盾

　
4
　
ア
フ
リ
カ
コ
ナ
竃
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
ゆ
が
み

第
七
章
　
政
治
と
軍
部

　
13254
視
点
の
設
定

ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
軍
隊
（
国
軍
）
の
創
設
と
発
展

将
校
団
の
形
成
と
軍
部
の
政
治
的
拾
頭

軍
・
民
関
係

将
来
の
測
定



　
現
代
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る
わ
が
国
の
研
究
は
、
そ
の
黎
明
期
に
あ
る
と
い
っ

て
差
支
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
た
研
究
業
績
は
決
し
て
数
多
い
と
は
い

え
な
い
し
．
そ
の
な
か
で
代
表
的
な
業
績
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
制
度
的
研
究
も
し
く
は
欧
米
諸
国
の
研
究
成
果

の
紹
介
で
あ
つ
た
。
本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
に
お
け
る
従
来
の
研
究

業
績
と
は
異
り
、
文
明
変
動
論
的
お
よ
び
社
会
変
動
論
的
視
点
を
導
入
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
．
変
動
期
に
あ
る
ア
フ
リ
カ
の
動
向
に
重
大
な
影
響
を
あ
た
え
る

現
代
ア
フ
リ
カ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
状
況
を
理
論
的
に
分
析
・
整
理
し
、
そ
の

う
え
に
た
つ
て
、
ア
フ
リ
カ
的
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
馨
運
動
の
実

体
と
の
相
互
関
係
、
な
ら
び
に
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
現
代

ア
フ
リ
カ
政
治
と
の
関
係
を
動
態
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
に
お
い
て
本
論
文
嬬
わ
が
国
の
現
代
ア
フ
リ
カ
研
究
に
お
い
て
ユ
昌

ー
ク
な
地
位
を
し
め
る
本
格
的
な
研
究
業
績
で
あ
る
と
い
つ
て
差
支
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
と
に
未
開
拓
な
こ
の
分
野
の
研
究
に
対
す
る
著
者
の
研
究
態
度
と

級
密
な
そ
の
手
法
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
著
者
ば
ま
ず
序
章
に
お
い
て
社
会
変
動
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係
に
つ
い

て
考
察
し
．
『
変
動
期
の
政
治
に
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
竃
が
い
か
に
大
き
な
比

重
を
占
め
、
い
か
に
巨
大
な
役
割
を
は
た
す
か
』
を
理
論
的
に
究
明
し
た
の

ち
、
第
二
次
大
戦
後
独
立
を
獲
得
し
．
近
代
化
な
い
し
は
国
家
発
展
へ
の
途
を

歩
む
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
、
そ
の
激
し
い
変
動
期
に
お
い
て
．
政
治
発
展
を
経
済

発
展
に
先
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
を
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、
そ
の

政
治
発
展
が
多
く
の
点
で
至
福
千
年
的
ユ
盲
ト
ピ
ア
的
未
来
像
に
よ
つ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
こ
の
よ
う
な
政
治
的
要
請
を
正
当
化
し
説
得
力
を
あ
た

　
　
　
　
学
位
論
文
審
査
報
告

え
て
い
る
も
の
こ
そ
ま
さ
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
づ
い
で
著
者
は
．
現
代
ア
フ
リ
カ
の
政
治
に
お
い
て
．
こ
の
よ
う
に
重
要

な
役
割
を
果
し
て
い
る
ア
フ
リ
カ
の
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
響
の
特
殊
性
を

「
伝
統
的
価
値
志
向
性
』
と
『
イ
デ
オ
質
ギ
ー
的
脱
植
民
地
化
へ
の
志
向
性
』

の
二
つ
に
求
め
、
そ
の
相
互
関
連
性
を
論
究
し
．
そ
れ
が
、
伝
統
的
な
文
化
．

価
値
に
根
ざ
し
た
新
し
い
ア
フ
リ
カ
の
主
体
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
．

過
去
と
未
来
と
の
あ
い
だ
に
有
機
的
な
関
連
を
つ
く
り
出
し
．
過
去
へ
の
愛
着

を
未
来
へ
の
ニ
ネ
ル
ギ
聾
へ
転
化
さ
せ
よ
5
と
す
る
性
格
を
も
つ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
立
場
に
た
つ
て
、
第
一
章
で
は
現
代
ア
フ
リ
カ
の
諸
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
基
本
的
内
容
の
一
つ
を
な
す
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
が
．
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
ま
ず
．
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
お
よ
び
ネ
ー
シ
ョ
ソ
に
関
す

る
主
観
説
、
客
観
説
、
折
衷
説
な
ど
を
検
討
し
、
ア
フ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
契
機
を
帰
属
意
識
な
ど
の
主
観
的
心
理
的
要
素
に
も
と
め
、
ア
フ
リ
カ
に

は
客
観
的
な
要
素
を
基
礎
と
し
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
ネ
ー
シ
ョ
ソ
が
は
っ

き
り
し
た
か
た
ち
で
存
在
し
な
い
た
め
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ネ
瓦
シ
翼
ソ
形
成
の

過
程
と
は
逆
に
．
一
般
に
国
際
的
権
利
集
団
か
ら
文
化
集
団
と
し
て
の
ネ
監
シ

ョ
ソ
ヘ
と
い
う
形
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
し
、
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
．

現
代
ア
フ
リ
カ
に
は
、
独
立
し
た
国
家
を
そ
の
ま
ま
ネ
ー
シ
慰
ソ
と
し
て
発
展

さ
せ
よ
う
と
す
る
蒙
ク
翼
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
．
ネ
ー
シ
靱
ソ
な
き
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
特
殊
性
か
ら
く
る
超
国
家
的
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
創
造
を
志
向
す

る
マ
ク
ロ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
が
交
錯
し
て
い
る
こ
と
．
な
ら
び
に
ア
フ
リ

カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
．
植
民
地
時
代
に
存
在
し
た
劣
等
性
と
無
能
力
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
五
　
　
（
二
〇
八
九
）



　
　
　
学
位
諭
文
審
査
報
告

め
す
ア
フ
リ
カ
と
い
う
言
棄
の
も
つ
マ
イ
ナ
ス
・
シ
ソ
ポ
ル
を
プ
ラ
ス
。
シ
ソ

ボ
ル
に
転
換
す
る
た
め
、
ア
フ
リ
カ
一
体
性
の
意
識
が
つ
よ
く
．
し
た
が
つ
て

マ
ク
ロ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ヘ
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
的
性
格
を
依
然
と
し

て
根
強
く
も
つ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
よ
う
な
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

フ
リ
ヵ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
．
『
ア
フ
リ
カ
大
陸
と
新
世
界
と
い
う
二
つ
の

地
域
を
基
盤
と
し
て
複
線
的
に
発
展
し
、
一
九
四
五
年
の
第
五
回
バ
ソ
・
ア
フ

リ
カ
会
議
を
契
機
と
し
て
単
線
化
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
従
来
広
く

行
わ
れ
て
い
る
通
説
、
ω
「
ア
フ
リ
カ
大
陸
内
の
イ
デ
オ
p
ギ
ー
・
運
動
』
と

み
る
立
場
　
ω
「
新
世
界
黒
人
運
動
の
外
延
」
と
み
る
立
場
．
の
い
ず
れ
に
対

し
て
も
鋭
い
批
判
を
な
げ
か
け
て
い
る
。
本
章
に
お
い
て
著
者
が
お
こ
な
つ
て

い
る
ア
フ
リ
カ
慨
念
を
媒
体
と
し
た
ア
フ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論
理
と

心
理
の
分
析
と
．
ア
フ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
系
譜
に
つ
い
て
の
そ
の
新

し
い
解
釈
と
は
立
論
の
妥
当
性
か
ら
み
て
著
者
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
価
値
あ

る
貢
献
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
章
は
．
現
代
ア
フ
リ
カ
の
顕
著
な
特
徴
を
な
す
ア
フ
リ
カ
の
主
体
性
確

立
へ
の
要
求
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
が
い
か
な

る
か
た
ち
で
明
確
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
運
動
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
つ
た
か
を
論

じ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
は
．
一
九
四
五
年
の

第
孟
回
パ
ソ
・
ア
フ
リ
ヵ
会
議
を
境
に
し
て
前
期
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
と

後
期
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
に
分
れ
、
前
者
は
、
結
局
ア
フ
リ
カ
系
知
識

人
を
中
心
と
す
る
西
欧
世
界
で
の
人
種
的
不
平
等
へ
の
抗
議
運
動
の
枠
を
こ
え

る
こ
と
は
で
ぎ
な
か
つ
た
が
、
こ
の
運
動
は
そ
の
反
面
、
ア
フ
リ
カ
史
、
ア
フ

リ
カ
文
化
の
再
認
識
．
再
主
張
を
通
じ
て
ア
フ
リ
カ
概
念
の
形
成
に
か
な
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
壬
ハ
　
　
（
二
〇
九
〇
）

役
割
を
は
た
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
期
バ
ソ
・
ア
フ
リ

カ
ニ
ズ
ム
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
担
い
手
が
ア
フ
リ
カ
系
知
識
人
か
ら
土
着
の
ア

フ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
か
わ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
パ
ン
・
ア
フ
リ
ヵ
昌

ズ
ム
は
狭
義
の
土
着
的
ア
フ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
接
合
し
、
相
互
補
完

的
関
係
に
た
つ
て
明
確
な
反
帝
反
植
民
地
主
義
的
イ
デ
オ
p
ギ
ー
、
ア
フ
リ
ヵ

主
体
性
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ヘ
と
発
展
し
て
い
つ
た
。
し
か
し
、
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ

ニ
ズ
ム
に
み
ら
れ
る
デ
フ
リ
カ
の
統
ご
へ
の
主
張
は
、
一
九
六
〇
年
代
に

入
つ
て
個
々
の
ア
フ
リ
カ
国
家
が
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
実
体
を
整
え
は
じ
め

る
に
つ
れ
て
．
ア
7
リ
カ
の
政
治
的
統
一
で
は
な
く
、
ア
フ
リ
カ
独
立
諸
国
間

の
「
希
求
と
行
動
の
整
合
・
統
『
と
い
う
機
能
的
な
も
の
に
変
化
し
て
き
て

お
り
、
こ
の
傾
向
は
今
後
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
著
者
は
主
張
し
て
い
る
．

パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
が
現
代
ア
フ
リ
カ
の
方
向
を
規
定
す
る
重
要
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
：
と
運
動
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
．
こ
の
問
題
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
わ
が
国
で
は
極
め
て
数
少
な
い
．

そ
の
意
味
で
、
パ
ン
・
ア
フ
壁
カ
ニ
ズ
ム
を
「
ア
フ
リ
カ
の
主
体
性
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
；
」
と
し
て
理
解
し
つ
つ
、
そ
の
形
成
と
発
展
過
程
を
理
論
的
に
解
明
し

て
い
る
こ
の
部
分
は
．
従
来
の
研
究
に
対
し
て
新
し
い
視
点
を
提
供
し
た
も
の

と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
箸
者
は
つ
い
で
第
三
章
で
．
前
章
の
バ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
の
理
論
的
全

体
的
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
前
期
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
の
史
的
発
展
を
、

　
「
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
父
』
と
い
わ
れ
る
W
・
E
・
デ
ュ
ポ
イ
と
の
関

係
に
お
い
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
．
ア
フ
リ
カ
合
衆
国
・
酉
イ
ソ
ド
諸

島
の
ア
フ
リ
カ
系
知
識
人
に
よ
る
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
の
展
開
を
、
四
回



に
わ
た
る
パ
ソ
・
ア
フ
リ
ヵ
会
議
と
そ
れ
に
対
す
る
西
欧
植
民
地
諸
国
の
反
応

と
の
関
係
に
お
い
て
究
明
し
、
そ
の
な
か
で
デ
昌
ポ
イ
が
理
論
家
と
し
て
、
ま

た
実
践
家
と
し
て
果
し
た
役
割
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
．
本
章
の
も
つ
特
徴

は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
黒
人
運
動
史
研
究
の
対
象
と
な
つ
て
い
た

デ
ュ
ボ
イ
を
．
バ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
1
及
び
運
動
形
成
の

面
か
ら
再
評
価
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
第
四
章
の
「
マ
盲
カ
ス
・

ガ
ー
ヴ
ィ
ー
と
前
期
．
ハ
ン
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
』
と
と
も
に
、
新
し
い
分
野
を

ひ
ら
い
た
研
究
と
し
て
評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
章
で
扱
わ
れ
て
い
る
マ
ー
カ
ス
・
ガ
霊
ヴ
ィ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
運

動
史
の
な
か
で
、
極
め
て
特
異
な
存
在
で
あ
る
。
か
れ
は
一
般
に
、
黒
人
の
一

体
性
の
立
場
か
ら
人
種
的
混
濡
を
拒
否
し
た
点
で
「
人
種
的
シ
ョ
！
ヴ
ィ
ニ
ス

ト
』
と
評
価
さ
れ
．
「
ア
フ
リ
カ
ヘ
の
帰
還
運
動
』
を
主
張
し
組
織
し
た
点
で

『
分
離
主
義
者
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
、
「
愚
か
な
夢
想
家
」
と
し
て
嘲
笑
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
．
こ
の
よ
う
な
評
価
に
対
し
て
、
著
者
は
新
し
く
ガ
ー
ヴ

ィ
ー
を
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
の
歴
史
の
な
か
で
再
評
価
し
、
か
れ
が
「
ア

フ
リ
カ
人
の
ア
フ
リ
ヵ
』
を
ス
ロ
置
ガ
ン
と
し
て
強
烈
な
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
を

顕
現
さ
せ
．
黒
人
大
衆
に
ア
フ
リ
カ
系
人
と
し
て
の
自
覚
を
う
え
つ
け
．
さ
ら

に
『
ア
フ
リ
カ
共
和
国
』
の
樹
立
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
政
治
主
義
を
前

面
に
押
出
し
、
ア
フ
リ
カ
帰
還
運
動
に
よ
つ
て
合
衆
国
の
黒
人
を
ア
フ
リ
カ
と

直
接
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
点
で
、
こ
の
運
動
の
主
流
で
あ
る
デ
ュ
ボ
イ
よ

り
も
．
よ
り
強
烈
な
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
ヘ
の
貢
献
を
果
し
た
．
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
ガ
ー
ヴ
ィ
ー
に
対
す
る
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
視
点

か
ら
の
再
評
価
は
、
従
来
の
西
欧
及
び
日
本
ア
フ
リ
カ
学
界
の
解
釈
に
対
し
て

　
　
　
　
学
位
論
文
審
査
報
告

新
生
面
を
開
い
た
も
の
で
あ
り
、
エ
ソ
ク
ル
マ
前
ガ
ー
ナ
大
統
領
ら
ア
フ
リ
カ
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
ガ
ー
ヴ
ィ
：
評
価
に
も
通
じ
る
も
の
を
も
つ
て
い
る
こ
と

か
ら
考
え
て
も
．
本
論
文
の
も
つ
と
も
注
目
を
ひ
く
部
分
で
あ
る
と
い
つ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
．

　
著
者
は
．
以
上
の
よ
う
に
ア
フ
リ
ヵ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
パ
ソ
・
ア
フ
リ

カ
ニ
ズ
ム
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
の
ち
．
現
代
ア
フ
リ
カ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

い
ま
一
つ
の
主
要
な
要
素
を
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
に
も
と
め
．
そ
の
問
題
を
論

究
し
て
い
る
．
著
者
は
、
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
が
未
熟
で
あ
り
、
体
系
化
の
レ

ベ
ル
は
低
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
「
ご
く
初
期
的
な
経
済
開
発
の
至
上
命

令
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
！
的
脱
植
民
地
化
の
要
求
、
近
代
性
と
伝
統
の
融
合
と
い
つ

た
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
』
を
み
た
し
な
が
ら
国
家
建
設
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

自
己
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
主
張
し
、
こ
れ
を
「
ア
フ
リ
カ
的
マ
ル
ク
ス
主
義
』

（
ギ
ニ
ァ
の
セ
ク
・
ト
ゥ
ー
レ
、
ガ
ー
ナ
の
エ
ソ
ク
ル
マ
等
の
思
想
）
．
　
『
社
会
主
義
的

人
道
主
義
」
（
セ
ネ
ガ
ル
の
サ
ン
ゴ
ー
ル
の
思
想
）
、
「
福
祉
国
家
型
社
会
主
義
」
（
タ

ソ
ザ
昌
ア
9
ニ
レ
レ
の
思
想
）
の
三
潮
流
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
特
徴

を
か
な
り
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
．
著
者
は
さ
ら
に
、
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
の

根
底
に
な
が
れ
る
ア
フ
リ
カ
共
同
体
的
伝
統
い
い
か
え
れ
ば
労
働
の
社
会
的
義

務
感
、
生
産
主
義
的
観
念
．
無
階
級
社
会
的
志
向
．
社
会
一
元
論
な
ど
の
諸
要

素
が
不
完
全
な
が
ら
ア
フ
リ
ヵ
社
会
主
義
を
「
開
発
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
と
し

て
効
果
的
な
も
の
に
し
つ
つ
あ
る
現
在
の
状
況
を
認
め
な
が
ら
も
、
工
業
化
の

進
行
と
と
も
に
そ
れ
が
開
発
の
た
め
の
効
果
的
要
因
と
し
て
恒
久
的
に
作
用
し

つ
づ
け
る
か
否
か
に
つ
い
て
強
い
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
。

　
第
六
章
は
現
代
ア
フ
リ
カ
に
存
在
す
る
特
殊
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
と
し
て
．
人
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種
差
別
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
南
ア
共
和
国
に
お
け
る
ア
．
ハ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
思

想
と
制
度
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
著
者
は
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
を
単
な
る

道
徳
上
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
南
ア
の
特
殊
な
歴
史
的
人
種
的
条
件
か
ら

生
み
だ
さ
れ
た
特
殊
な
現
象
で
あ
る
と
し
．
こ
れ
を
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
ー
　
（
オ
ラ

ソ
ダ
系
白
人
）
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
連
に
お
い
て
具
体
的
事
実
を
あ
げ
て

詳
細
に
究
明
す
る
と
と
も
に
．
グ
レ
イ
ト
ト
レ
ッ
ク
展
ー
ア
戦
争
、
プ
ア
！

ホ
ワ
イ
ト
化
と
い
つ
た
歴
史
的
経
験
か
ら
く
る
不
満
、
不
安
、
挫
折
感
が
心
理

的
遺
産
と
し
て
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
で
定
着
し
、
そ

れ
が
経
済
力
を
も
つ
英
系
白
人
の
上
か
ら
の
圧
力
と
、
多
数
者
で
あ
る
ア
フ
リ

カ
人
の
下
か
ら
の
圧
力
に
挾
撃
さ
れ
る
脅
威
を
ア
フ
リ
カ
：
ナ
！
に
感
じ
さ
せ

た
こ
と
に
よ
つ
て
．
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
！
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
極
端
な
人
種
差

別
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
及
び
運
動
と
し
て
顕
在
化
さ
せ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
よ
う

な
根
源
を
も
つ
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
そ
の
も
の
が
南
ア
の
経
済
発
展
に
と
つ
て
極

め
て
大
き
な
阻
害
要
因
を
な
し
．
そ
こ
に
大
き
な
将
来
へ
の
矛
盾
が
存
在
す
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ア
．
ハ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
問
題
は
わ
が
国
で
は
比
較
的
数

多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
．
そ
の
大
部
分
は
道
徳
論
、
制

度
論
の
立
場
か
ら
で
あ
り
．
本
章
の
よ
う
に
ア
フ
リ
カ
ー
ナ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
の
関
連
に
お
い
て
歴
史
的
思
想
的
心
理
的
根
源
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
だ
研

究
は
稀
有
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。

　
第
七
章
『
政
治
と
軍
部
』
は
こ
れ
ま
で
現
代
ア
フ
リ
カ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

問
題
を
と
り
あ
つ
か
つ
て
き
た
部
分
と
く
ら
べ
て
．
や
や
異
質
的
な
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
．
ア
フ
リ
カ
の
近
代
化
過
程
に
お
け
る
軍
部
の
政
治
的
役
割
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
論
文
が
「
現
代
ア
フ
リ
カ
の
政
治
と
イ
デ
オ
膠
ギ
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葦
』
と
さ
れ
て
い
る
の
は
．
主
と
し
て
こ
の
一
章
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
ろ

う
。
現
代
ア
フ
リ
カ
の
政
治
は
と
り
あ
げ
れ
ば
極
め
て
広
汎
に
わ
た
る
問
題
を

含
ん
で
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
．
ご
の
一
章
が
重
要
な
問
題
を
と
ら
え
て
い
る

に
し
て
も
．
現
代
ア
フ
リ
カ
の
政
治
を
論
ず
る
に
は
全
体
的
に
十
分
と
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
章
で
著
者
が
．
最
近
ア
フ
リ
カ
に
み
ら
れ
る
軍

部
の
政
治
的
拾
頭
を
．
西
欧
あ
る
い
は
先
進
国
的
価
値
観
か
ら
一
方
的
に
悪
と

断
定
す
べ
ぎ
で
は
な
く
．
現
在
の
ア
フ
リ
カ
の
も
つ
特
殊
条
件
か
ら
客
観
的
に

理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
現
代
ア
フ
リ
カ
で
は
他
の
政
治
集
団
・
社
会
集

団
が
脆
弱
な
た
め
軍
部
が
も
つ
と
も
凝
集
性
の
た
か
い
知
識
人
の
政
治
集
団
と

し
て
近
代
化
推
進
の
役
割
を
担
い
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る

こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
著
者
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
軍
民
関

係
を
．
軍
部
優
位
型
（
長
期
的
軍
部
支
配
型
と
短
期
的
軍
部
支
配
型
）
．
文
民
優
位

型
、
伝
統
主
義
的
・
個
人
的
権
威
主
義
型
の
三
類
型
に
分
類
し
、
そ
の
将
来
を

予
測
し
て
、
軍
部
の
も
つ
能
力
限
界
を
含
む
諸
種
の
条
件
か
ら
短
期
的
軍
部
支

配
型
が
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
。
と
く
に
軍
民
関
係
の
分

析
と
そ
の
予
測
に
は
著
者
の
独
自
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
お
り
．
注
目
さ
れ
る

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
随
処
に
こ
れ
ま
で
わ
が
国
の
ア
フ

リ
カ
研
究
で
は
十
分
に
解
明
さ
れ
な
か
つ
た
分
野
で
の
新
し
い
研
究
成
果
が
み

ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
．
こ
れ
ま
で
の
通
説
に
対
し
て
も
そ
れ
を
批
判
し
．
十

分
な
論
拠
を
も
つ
て
著
者
独
自
の
新
し
い
解
釈
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
、
わ
が
国
の
現
代
ア
フ
リ
カ
研
究
に
対
す
る
薯
者
の
貢
献
は
極
め
て
大
き
い

と
確
信
す
る
。
も
つ
と
も
．
な
お
将
来
に
わ
た
つ
て
著
者
の
研
鐵
を
期
待
し
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
．
バ
ン
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム

と
ア
フ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
と
く
に
ア
フ
リ
ヵ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
個
々
の
指
導
者
が
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
昌
ズ
ム
の
影
響
を
う
け
つ
い
で
い

く
具
体
的
思
想
的
過
程
．
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
が
イ
デ
オ
β
ギ
ー
と
し
て
ば
か

り
で
な
く
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
．
ど

の
よ
う
な
間
題
に
当
面
し
つ
つ
あ
る
か
の
問
題
、
現
代
ア
フ
リ
カ
の
政
治
経
済

の
実
態
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
置
と
の
相
関
関
係
の
究
明
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
り
著
者

の
今
後
の
努
力
を
侯
つ
こ
と
と
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
、
本
論
文
の

も
つ
秀
ぐ
れ
た
価
値
を
基
本
的
に
損
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

　
以
上
．
本
論
文
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
小
田
英
郎
氏
の
学
殖
は
．
法
学
博
士
の

学
位
を
授
与
す
る
に
十
分
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
昭
和
四
十
六
年
九
月
十
日
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大
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備
考
　
本
学
位
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塾
大
学
学
位
規
定
第
四
条
に
よ
る
も
の
で
あ
る
．
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