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本
書
は
、
筆
者
の
博
士
課
程
の
研
究
の
成
果
に
基
づ
い
て
い
る
。
土
地
の

様
子
を
表
現
す
る
書
物
・
絵
図
版
（
“Landscape

”）
が
、
大
地
そ
の
も
の
や

そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
と
の
結
び
つ
き
に
根
差
し
た
帰
属
意
識
を
育
む
思
考
の

投
影
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
に
、
と
り
わ
け
江
戸
時
代
・
明
治
時
代
に

日
本
な
る
も
の
を
め
ぐ
る
語
り
や
、
日
本
な
る
も
の
へ
の
帰
属
意
識
が
生
み

出
さ
れ
る
際
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
。
十
七
世
紀
以
降
に
活
躍
し
た
学
者
や
知
識
人
の
著
作
が
分
析
対
象
に

な
っ
て
い
る
。

　
第
一
章
で
は
、
江
戸
時
代
の
『
風
土
記
』
再
評
価
の
動
き
を
追
っ
て
い
る
。

寛
文
の
『
会
津
風
土
記
』
の
編
纂
に
関
与
し
た
林
鵞
峰
・
山
崎
闇
斎
と
『
筑

前
国
続
風
土
記
』
を
編
纂
し
た
貝
原
益
軒
は
、
と
も
に
そ
の
編
纂
方
針
を
定

め
る
際
に
、
八
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
風
土
記
』
に
範
を
と
っ
た
。
彼
ら
十
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七
世
紀
の
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
地
域
の
歴
史
や
風
土
を
正
確
に
記

録
す
る
と
い
う
目
的
に
最
も
適
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、『
会
津
風

土
記
』
は
漢
文
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
は
仮
名
文
と
、
そ
の
表
記
法
は
分

か
れ
た
。
十
九
世
紀
、
権
力
強
化
を
目
論
む
幕
府
は
、
各
藩
に
地
誌
の
編
纂

を
命
じ
る
。
そ
の
際
、
基
準
と
さ
れ
た
の
は
、
益
軒
の
『
筑
前
国
続
風
土
記
』

で
あ
っ
た
と
い
う
。
日
本
独
自
の
表
記
を
用
い
る
こ
と
で
、
共
同
体
へ
の
帰

属
意
識
を
目
覚
め
さ
せ
る
効
果
が
期
待
で
き
た
か
ら
と
、
そ
の
理
由
を
指
摘

し
て
い
る
。

　
第
二
章
で
は
、
益
軒
の
知
的
営
為
の
内
容
を
紐
解
き
、『
筑
前
国
続
風
土

記
』
に
込
め
ら
れ
た
彼
の
意
図
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
儒
教
を
下
敷

き
に
し
て
は
い
る
も
の
の
、「
気
」・「
陰
陽
」・「
鬼
神
」
と
い
っ
た
概
念
の

理
解
に
は
独
自
性
が
あ
り
、「
神
国
」
日
本
の
中
国
に
対
す
る
優
位
性
を
証

明
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
明
確
で
あ
る
と
い
う
。
一
方
で
彼
は
、
学
問
分
野

で
中
国
に
劣
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
に
も
気
づ
い
て
お
り
、
教
育
の
必
要
性

を
痛
感
し
て
い
た
。
仮
名
文
に
よ
る
記
述
と
い
う
方
法
に
は
、
そ
れ
を
見
越

し
て
採
用
さ
れ
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
最
後
に
、
林
羅
山
の
「
神
国
」
日

本
に
ま
つ
わ
る
言
説
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
同
時
代
の
知
的
営
為
に
益
軒
の

言
説
が
占
め
る
位
置
を
確
認
し
て
い
る
。

　
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
読
書
が
一
般
化
し
、
出
版
が
商
売
と

し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
背
景
に
、
益
軒
は
自

ら
の
見
識
を
広
く
一
般
に
伝
え
る
た
め
に
多
く
の
旅
行
案
内
本
を
出
版
す
る
。

第
三
章
で
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
『
京
城
勝
覧
』
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と

で
、
旅
行
案
内
と
い
う
手
法
を
用
い
て
彼
が
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の

か
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
単
な
る
名
所
の
羅
列
で
は
な
く
、
国
絵
図
の

情
報
や
陰
陽
道
の
知
識
に
基
づ
い
て
、
ち
密
に
計
算
さ
れ
た
旅
程
と
目
的
地

を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。「
鬼
神
」
に
守
護
さ
れ
た
京
都

周
辺
地
域
の
あ
り
様
、
ひ
い
て
は
、
そ
れ
を
含
ん
で
外
に
広
が
る
「
神
国
」

日
本
の
あ
り
様
を
読
者
・
旅
行
者
に
実
感
さ
せ
る
工
夫
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
章
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
柄
の
一
つ
が
、
中
国
由
来

の
概
念
で
あ
る
「
鬼
神
」
に
対
す
る
益
軒
独
自
の
捉
え
方
の
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
第
四
章
で
は
、
こ
の
概
念
の
、
い
わ
ば
日
本
化
の
様
相

に
目
を
向
け
て
い
る
。
分
析
の
対
象
に
選
ば
れ
て
い
る
の
は
、
十
八
世
紀
後

半
の
社
会
不
安
の
高
ま
り
を
背
景
に
隆
盛
を
極
め
た
国
学
の
言
説
で
あ
る
。

平
田
篤
胤
の
『
霊
能
真
柱
』
を
、
彼
が
師
と
仰
い
だ
本
居
宣
長
の
言
説
と
の

関
係
を
意
識
し
な
が
ら
読
み
解
き
、
神
々
に
よ
る
国
土
創
成
に
ま
つ
わ
る
説

話
が
、
ど
の
よ
う
に
読
み
か
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
し
て
い
る
。「
鬼

神
」
の
働
き
を
明
示
し
よ
う
と
い
う
志
向
性
が
強
い
篤
胤
の
言
説
は
、
西
洋

文
化
と
の
接
触
機
会
が
増
え
る
予
感
が
膨
ら
む
状
況
の
中
、
彼
の
支
持
者
た

ち
を
迷
い
な
く
「
大
和
心
」
の
鍛
錬
に
向
か
わ
せ
る
の
に
効
果
的
で
あ
っ
た
。

　
第
五
章
・
第
六
章
の
主
題
は
、
明
治
時
代
の
「
神
国
」
像
で
あ
る
。
第
五

章
で
は
、
政
治
評
論
団
体
政
教
社
の
設
立
者
の
一
人
で
あ
る
三
宅
雪
嶺
の
著

作
『
哲
学
涓
滴
』
と
『
真
善
美
』
を
取
り
上
げ
る
。
彼
の
思
想
形
成
に
何
が
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影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
、
周
辺
の
ア
ジ
ア
諸
国
が
西
洋
の
帝
国
主
義
支

配
に
浸
食
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
現
実
を
前
に
し
た
彼
が
、
日
本
の
あ
る

べ
き
姿
と
特
質
を
ど
の
よ
う
に
思
い
描
い
て
い
た
の
か
を
復
元
し
て
い
る
。

西
洋
哲
学
の
合
理
性
に
根
差
し
た
国
家
観
・
国
際
関
係
観
と
、
そ
れ
と
は
相

容
れ
な
い
「
気
」
の
動
き
で
そ
の
特
質
を
説
明
す
る
既
存
の
国
土
観
の
混
在

が
明
ら
か
に
な
る
。

　
第
六
章
で
は
、
同
じ
く
政
教
社
の
志
賀
重
昂
の
経
歴
を
辿
る
。『
南
洋
時

事
』
に
記
録
さ
れ
た
南
洋
航
海
の
経
験
は
、
人
々
の
国
土
へ
の
愛
着
こ
そ
が
、

吹
き
荒
れ
る
西
洋
の
帝
国
主
義
支
配
の
嵐
か
ら
日
本
を
守
る
足
が
か
り
に
な

る
と
い
う
着
想
を
彼
に
与
え
た
。『
日
本
風
景
論
』
は
、
そ
ん
な
彼
の
国
土

論
で
あ
る
。
そ
こ
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
気
」
や
「
鬼
神
」
の
働

き
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
「
神
国
」
日
本
の
姿
で
は
な
い
。
地
文
学
を
用
い

た
科
学
的
な
説
明
に
徹
す
る
姿
勢
が
特
徴
で
あ
る
。
同
書
に
収
め
ら
れ
た

「
日
本
国
」
図
は
、
そ
の
立
場
か
ら
、
日
本
の
領
土
領
有
と
領
土
拡
張
の
正

当
性
を
表
現
し
た
も
の
と
見
る
。

　
最
後
に
、
以
上
六
つ
の
章
で
論
じ
て
き
た
内
容
の
相
互
関
係
と
、
そ
れ
ぞ

れ
に
込
め
ら
れ
た
筆
者
の
意
図
が
結
論
と
し
て
記
さ
れ
る
。
本
書
が
、
前
近

代
・
近
代
社
会
に
お
い
て
「
神
国
」
を
め
ぐ
る
言
説
が
現
実
の
地
勢
に
重
な

り
、
日
本
の
特
質
を
表
す
中
心
概
念
へ
と
成
長
し
た
過
程
、
言
説
と
現
実
の

関
係
性
へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

て
い
る
。

　
引
き
受
け
て
お
い
て
言
う
の
も
ど
う
か
と
思
う
が
、
最
初
、
本
書
の
書
評

依
頼
が
私
に
来
た
理
由
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
全
て
を
読
み
終
え

た
今
、
も
ち
ろ
ん
依
頼
者
の
真
意
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
自

分
な
り
に
納
得
で
き
る
答
え
は
見
出
せ
て
い
る
。
対
象
と
す
る
時
代
こ
そ
違

う
も
の
の
、
本
書
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
神
国
意
識
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
萌

芽
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
突
然
、
自
分
語
り
を
始
め
た
の
は
、
こ
の
経
験
こ
そ
が
、
本
書
に
関
し
て

最
初
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
点
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
書
の
表
紙
に
は
、『
京
城
勝
覧
』
所
載
の
山
城
国
図
に
方
位

図
を
重
ね
た
加
工
画
像
を
背
景
に
上
記
の
表
題
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

組
み
合
わ
せ
か
ら
最
初
に

0

0

0

受
け
る
印
象
を
基
に
、
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
内

容
を
思
い
描
く
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
本
書
は
英
語
圏
の
読
者
に
売
る
こ
と

に
主
眼
を
置
い
て
作
ら
れ
て
お
り
、
英
語
圏
の
、
日
本
に
多
少
な
り
と
も
興

味
が
あ
る
層
を
惹
き
つ
け
る
た
め
の
仕
様
な
の
だ
と
は
思
う
。
し
か
し
、
私

を
含
め
て
英
語
に
明
る
く
な
い
人
が
多
い
日
本
で
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
損
を

す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
来
な
ら
手
に
取
る
べ
き
人
た
ち
の
目

に
留
ま
ら
な
い
恐
れ
が
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
手
に
取
る
べ
き
人
た
ち
と
は
、
上
記
の
概
要
紹
介
に
名
が
挙

が
っ
て
い
る
思
想
家
・
言
論
人
に
興
味
が
あ
る
人
た
ち
、
神
国
と
い
う
概
念

の
歴
史
的
展
開
に
興
味
が
あ
る
人
た
ち
、
そ
し
て
列
島
社
会
に
お
け
る
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
過
程
に
興
味
が
あ
る
人
た
ち
を
指
す
。
こ
れ
は
、
思
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想
家
論
・
神
国
論
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
書
で
あ
り
、

こ
の
種
の
議
論
に
関
わ
る
人
た
ち
が
、
す
べ
か
ら
く
手
に
取
る
べ
き
書
で
あ

る
。

　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ス
テ
イ
ト
の
創
成
と
軌

を
一
に
し
て
生
ま
れ
た
近
代
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
に
せ
よ
、

そ
の
成
り
立
ち
を
前
近
代
か
ら
説
き
起
こ
す
手
法
は
一
般
的
な
も
の
と
言
え

る（
１
）

。
前
近
代
の
プ
ロ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
①
人
種
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

に
基
づ
く
身
体
的
特
徴
、
②
宗
教
、
③
一
定
程
度
継
続
す
る
政
治
的
実
体
に

帰
属
し
て
き
た
と
い
う
実
感
、
を
核
に
形
を
成
す
と
さ
れ
る（

２
）

。
列
島
社
会
で

考
え
る
場
合
、
①
は
除
外
し
う
る
か
ら
、
②
・
③
が
条
件
と
し
て
残
る
で
あ

ろ
う
。「
神
国
」
は
、
文
字
通
り
神
に
ま
つ
わ
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
点
で

②
を
、
古
代
の
国
史
『
日
本
書
紀
』
を
淵
源
と
す
る
上
に
国
土
認
識
と
も
容

易
に
結
び
つ
き
う
る
点
で
③
を
、
そ
れ
ぞ
れ
満
た
し
て
お
り
、
列
島
社
会
の

プ
ロ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
鍵
概
念
に
な
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
思
想
家
た
ち
が
、
実
際
に

「
神
国
」
を
そ
の
よ
う
に
利
用
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
影
響

は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
育
成
に
尽
力
し
た
明
治
時
代
の
言
論
人
に
も
部
分
的

に
及
ん
だ
こ
と
、
し
か
し
最
終
的
に
近
代
知
に
根
差
し
た
言
説
に
と
っ
て
代

わ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
国
際
情
勢
や
、
そ
れ
と
も
連
動
す
る

知
的
営
為
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
が
巧
み
に
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
章
ご

と
に
分
析
対
象
を
変
え
る
構
成
な
が
ら
、
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け

て
の
一
貫
し
た
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
方
で
、
著
名
な
思
想
家
・
言
論
人
の
経
歴
や
言
説
を
分
析
対
象
と
す
る

方
法
を
と
っ
た
が
ゆ
え
の
限
界
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
は
筆
者
自
身
も
認
め
て
い
る
（
二
六
〇
頁
）
問
題
点
だ
が
、
彼
ら
が
自
ら

の
言
説
に
込
め
た
意
図
は
明
ら
か
に
な
っ
た
反
面
、
そ
れ
が
読
者
に
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
読
者
の
ど
の
よ
う
な
行
動
に
つ
な
が
っ
た
の
か
は
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
最
も
気
に
な
っ
た
の
は
、
思
想
家
・
言
論
人
た
ち
が
提
供
す
る
「
気
」
の

動
き
・「
鬼
神
」
の
働
き
に
よ
っ
て
現
出
す
る
「
神
国
」
像
は
、
そ
れ
を
受

け
取
る
読
者
を
ど
れ
だ
け
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
中
世
に
お
け
る
神
国
は
、
神
の
守
護
に
よ
っ
て
安
寧
が
も
た
ら
さ

れ
る
国
の
意
で
あ
り
、
生
存
と
い
う
実
利
と
直
結
し
て
い
た
。
そ
れ
と
比
べ

る
と
、
本
書
に
登
場
す
る
「
神
国
」
は
、
も
ち
ろ
ん
運
気
の
上
昇
な
ど
が
関

わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
抽
象
度
が
高
く
、
切
迫
感
が
薄
い
。

　
結
局
こ
れ
は
、
中
世
と
近
世
以
降
で
は
、
神
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
力
が

ど
う
違
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
私
が
自
分
で
引

き
受
け
れ
ば
す
む
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
本
書
が
積
み
残
し
た
読
者
の

反
応
と
い
う
問
題
に
切
り
込
む
糸
口
は
、
案
外
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う

な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
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註（
１
）　
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ス
ミ
ス
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
生
命
力
』（
晶
文
社
、
一
九
九
八
年
、

高
柳
先
男
訳
）、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ゲ
ル
ナ
ー
『
民
族
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
、
加
藤
節
ほ
か
訳
）、
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
歴
史
と
現
在
』（
大
月
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
浜
林
正
夫
ほ
か
訳
）
な
ど
。

（
２
）　
前
掲
註（
１
）ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
書
。
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