
坂
口
正
彦
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
二
○
世
紀
の
日
本
農
村
に
お
け
る
「
共
同
関
係
」
の
特
質
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
長
野
県
下
伊
那
郡
下
久
堅
村
（
現
、
飯
田
市
下
久
堅
地
区
）
を
対
象
に
、
農
村

が
大
き
く
変
容
・
縮
小
し
た
二
○
世
紀
、
何
が
、
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
た
の
か
、
ま
た
何
が
継

承
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
変
化
と
継
承
の
両
面
を
、
集
落
の
諸
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

り
明
ら
か
に
し
、
日
本
農
村
の
共
同
関
係
の
特
質
を
摘
出
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
第

一
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
七
章
に
序
章
と
終
章
、
及
び
補
論
三
つ
を
加
え
る
。

序
章
で
は
、
研
究
史
を
踏
ま
え
つ
つ
本
論
文
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
農
村
史
研
究
の
中

で
の
集
落
の
位
置
づ
け
は
、
戦
後
長
期
に
わ
た
っ
て
、
集
落
を
個
人
の
析
出
を
阻
害
す
る
封
建

─ １ ─



的
な
も
の
と
す
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
集
落
を
自
治
機
構
を
持
つ
共
同
体
と
し
て
農

村
問
題
を
処
理
す
る
機
能
を
有
し
て
い
た
と
評
価
す
る
「
自
治
村
落
論
」
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に

そ
れ
を
発
展
さ
せ
、
集
落
の
機
能
を
社
会
関
係
資
本
と
い
う
概
念
で
捉
え
、
信
頼
関
係
や
規
範

が
社
会
の
効
率
性
を
改
善
す
る
、
あ
る
い
は
共
同
体
の
存
在
が
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
抑
止
す
る

と
し
て
、
集
落
の
存
在
を
高
く
評
価
す
る
潮
流
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
。
一
方
、
こ
の
潮
流
を
批

判
す
る
流
れ
は
、
集
落
の
支
配
体
制
の
変
化
、
行
政
村
が
集
落
の
諸
機
能
を
内
包
し
て
ゆ
く
過

程
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
治
の
在
り
方
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
、
農
地
改
革
な
ど

に
よ
っ
て
新
た
な
共
同
関
係
が
創
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

論
者
は
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
基
本
的
に
は
第
二
の
潮
流
に
自
ら
を
置
き
な
が
ら
も
、

そ
れ
ら
の
研
究
が
自
治
の
継
承
の
在
り
方
を
説
得
的
に
、
実
証
的
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
し
、
第
一
に
下
久
堅
村
南
原
地
区
そ
の
他
を
題
材
に
、
変
化
と
継
承
の
在
り
方
を
具
体
的

に
示
す
こ
と
に
よ
り
、
集
落
が
社
会
関
係
資
本
と
し
て
機
能
す
る
場
合
と
機
能
し
な
い
場
合
を

明
示
す
る
こ
と
、
第
二
に
農
業
政
策
の
受
容
主
体
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
受
け
入
れ
パ
タ
ー
ン

─ ２ ─



が
見
ら
れ
る
か
を
検
討
し
、
さ
ら
に
第
三
と
し
て
経
済
活
動
の
部
面
に
お
け
る
集
落
の
機
能
を

明
ら
か
に
す
る
、
こ
と
を
も
課
題
と
す
る
。

第
一
章
「
二
○
世
紀
前
半
期
の
集
落
に
お
け
る
自
治
の
特
質
」
は
、
水
利
共
同
体
的
性
格
を

持
ち
、
在
村
地
主
が
主
で
小
作
争
議
が
発
生
し
な
い
南
原
地
区
の
明
治
後
期
か
ら
戦
後
改
革
期

ま
で
の
区
会
に
お
け
る
議
題
・
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
集
落
の
課
題
が
何
で
あ
り
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
解
決
し
て
い
っ
た
か
を
検
討
す
る
。
明
治
四
三
年
の
規
程
改
正
に
よ

り
集
落
が
行
政
村
か
ら
自
立
し
、さ
ら
に
水
利
問
題
を
契
機
に
在
村
地
主
の
専
横
が
抑
止
さ
れ
、

区
会
の
権
限
が
広
範
と
な
っ
て
ゆ
く
。
以
下
大
正
期
以
降
、
区
会
や
集
落
に
お
い
て
大
き
な
問

題
と
な
っ
た
公
会
堂
建
設
、
道
路
問
題
、
食
糧
供
出
問
題
、
農
地
改
革
、
農
協
役
員
選
出
な
ど

を
採
り
あ
げ
、
ど
の
よ
う
に
問
題
が
処
理
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
。
明

治
末
期
に
区
会
の
行
政
に
対
す
る
自
立
と
地
主
の
専
横
是
正
と
い
う
変
化
は
あ
っ
た
が
、
組
単

位
多
数
決
と
い
う
問
題
処
理
方
式
は
少
な
く
と
も
明
治
一
○
年
以
降
変
化
し
て
お
ら
ず
、
昭
和

期
に
区
会
以
外
の
常
会
、
農
民
組
合
と
い
っ
た
新
た
な
組
織
化
が
出
現
し
て
も
そ
の
処
理
方
式

─ ３ ─



は
変
化
し
て
い
な
い
と
す
る
。

第
二
章
「
昭
和
戦
前
期
の
行
政
村
運
営
に
お
け
る
社
会
関
係
資
本
の
存
在
形
態
」
は
、
下
久

堅
村
全
体
を
採
り
あ
げ
、
集
落
が
社
会
関
係
資
本
と
し
て
有
効
に
機
能
す
る
場
合
と
、
そ
う
で

な
い
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
道
路
工
事
や
失
業
救
済
の
た
め
の
低
利
融
資
事
業
な
ど
の
土
木

事
業
、
社
会
事
業
、
村
税
滞
納
な
ど
を
採
り
あ
げ
、
家
計
に
直
接
か
か
わ
る
場
合
は
集
落
の
機

能
は
役
立
た
ず
、
ま
た
諸
組
織
が
社
会
関
係
資
本
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
担
当
者
が
一

定
の
規
範
を
内
面
化
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
し
て
い
る
。

第
三
章
「
高
度
経
済
成
長
前
半
期
に
お
け
る
農
業
政
策
の
受
容
形
態
」
は
、
第
一
章
と
同
じ

南
原
集
落
を
題
材
に
、
新
農
村
建
設
計
画
、
第
一
次
農
業
構
造
改
善
事
業
へ
の
南
原
集
落
の
対

応
を
検
討
す
る
。
南
原
地
区
は
、
戦
後
に
お
い
て
も
養
蚕
戸
数
が
多
く
、
中
間
層
が
厚
い
と
い

う
特
色
を
持
ち
、
高
度
成
長
期
に
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
道
路
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
は

い
か
な
る
工
事
も
集
落
の
合
意
を
得
る
と
い
う
原
則
が
続
き
、
議
案
に
よ
っ
て
は
「
組
」
に
も

諮
ら
れ
た
。
農
業
構
造
改
善
事
業
と
し
て
、
飯
田
市
が
基
幹
作
物
と
し
て
の
養
蚕
業
の
近
代
化

─ ４ ─



事
業
と
共
に
、
村
内
道
路
路
線
を
整
備
す
る
提
案
を
行
っ
た
が
、
養
蚕
農
協
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち

を
中
心
に
反
対
運
動
が
起
き
、
住
民
投
票
が
行
わ
れ
、
否
決
さ
れ
る
。
市
は
農
業
近
代
化
を
後

景
に
退
け
、
道
路
整
備
に
特
化
す
る
案
を
提
案
し
て
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
国
や
県
の
農

村
・
農
業
政
策
を
市
が
組
み
替
え
、
集
落
に
お
い
て
も
議
論
を
重
ね
て
「
公
共
性
」
を
構
築
し

つ
つ
受
け
入
れ
て
い
っ
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
四
章
「
明
治
期
に
お
け
る
紙
商
人
・
貸
金
地
主
Ｍ
家
の
経
済
活
動
」
は
、
こ
の
地
域
に
お

け
る
在
村
商
人
・
地
主
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。
Ｍ
家
は
、
明
治
中
期
ま
で
紙
漉
き
業
が
盛
ん

だ
っ
た
南
原
に
お
い
て
、
仕
入
れ
た
楮
を
紙
漉
き
屋
に
渡
し
、
出
来
上
っ
た
紙
を
受
け
取
り
飯

田
の
元
結
問
屋
に
卸
し
て
い
た
が
、
明
治
後
期
に
な
る
と
紙
漉
き
・
元
結
業
が
衰
退
す
る
中
で

貸
金
業
か
ら
も
撤
退
し
、
地
縁
的
信
頼
関
係
を
利
用
し
て
、
安
定
的
地
主
経
営
を
指
向
す
る
、

利
潤
追
求
か
ら
危
険
回
避
を
旨
と
す
る
業
態
へ
変
化
し
た
と
し
て
い
る
。

第
五
章
「
戦
後
に
お
け
る
養
蚕
農
協
の
設
立
と
経
営
」
は
、
農
協
発
足
直
後
、
多
く
の
養
蚕

農
協
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
農
協
の
発
展
が
総
合
農
協
中
心
と
な
っ
た
た
め
に
注
目
さ
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れ
な
く
な
っ
た
養
蚕
農
協
を
採
り
あ
げ
、
そ
の
意
義
と
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と

す
る
。
下
伊
那
郡
に
お
い
て
も
一
時
多
数
の
養
蚕
農
協
が
設
立
さ
れ
た
が
、
合
併
に
よ
る
行
政

単
位
化
、
総
合
農
協
養
蚕
部
と
養
協
と
の
併
存
を
解
消
す
る
政
策
な
ど
に
よ
り
養
協
の
数
は
減

少
し
、ま
た
戦
前
か
ら
の
天
竜
社
へ
の
産
業
組
合
の
出
資
金
が
総
合
農
協
に
継
承
さ
れ
た
た
め
、

養
協
の
一
部
は
天
竜
社
か
ら
離
反
し
て
ゆ
く
。
下
久
堅
で
は
戦
前
か
ら
の
養
蚕
技
術
員
が
中
心

に
な
っ
て
養
協
を
設
立
し
、
養
蚕
を
主
業
と
す
る
農
家
を
組
織
し
、
高
度
な
技
術
と
適
正
な
配

分
金
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
長
く
存
続
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
六
章
「
二
○
世
紀
の
山
村
に
お
け
る
集
落
運
営
の
特
質
」
は
、
山
村
で
自
作
率
が
高
く
小

作
争
議
も
な
い
、
下
清
内
路
地
区
の
区
会
を
中
心
に
し
た
集
落
運
営
を
検
討
す
る
。
ま
さ
に
連

合
村
的
で
、
小
学
校
も
区
会
が
運
営
の
中
心
に
な
る
よ
う
な
村
で
あ
り
、
そ
の
集
落
運
営
方
法

は
一
九
六
○
年
代
ま
で
継
続
す
る
が
、
三
六
（
昭
和
三
六
年
）
災
害
を
機
に
区
財
政
が
悪
化
し
、

運
営
方
法
が
大
き
く
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
示
し
、
区
会
が
経
済
的
下
層
者
の
保
護
な
ど
、
公

共
性
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

─ ６ ─



第
七
章
「
戦
後
改
革
期
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
農
民
運
動
」
は
、
日
本
農
民
組
合
に
規
模
的

に
は
匹
敵
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
本
格
的
に
採
り
あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
農
村
青
年
連
盟
の
活

動
と
農
民
政
党
の
動
向
を
検
討
す
る
。
農
青
連
は
、
全
国
農
業
会
が
戦
後
農
業
の
再
建
の
た
め

に
産
青
連
運
動
を
復
活
さ
せ
て
組
織
し
た
団
体
で
あ
り
、
新
し
い
理
想
農
村
建
設
を
目
指
し
た

組
織
で
あ
っ
た
。
日
農
が
下
層
農
民
を
中
心
と
し
た
の
に
対
し
て
農
青
連
は
中
農
上
層
を
中
心

と
し
、
日
農
と
部
分
的
に
は
対
立
し
つ
つ
農
業
経
営
改
善
・
技
術
普
及
、
農
産
物
価
格
問
題
に

取
り
組
ん
だ
。
政
治
運
動
で
は
、
日
本
農
民
党
、
日
本
農
民
新
党
、
農
民
協
同
党
な
ど
、
複
雑

な
推
移
を
た
ど
り
、
全
国
的
に
は
大
き
な
勢
力
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
道
府
県
レ
ベ
ル
で
は
一

定
の
影
響
力
を
保
つ
地
域
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
、
農
青
連
が
農
協
農
政
運
動
の
一
つ
の
源

流
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
全
七
章
の
う
ち
、
四
章
が
学
会
誌
な
ど
へ
の
既
発
表
論
文
で
あ
り
、
各
章
の
完
成
度

は
高
い
。
ま
た
フ
ィ
ー
ル
ド
を
長
野
県
下
伊
那
郡
、
そ
の
中
で
も
下
久
堅
に
絞
り
、
時
代
も
二

○
世
紀
と
限
定
し
た
た
め
、
対
象
と
方
法
論
も
明
確
で
あ
る
。

本
論
文
の
第
一
の
課
題
、
集
落
の
運
営
組
織
で
あ
る
区
会
の
社
会
関
係
資
本
と
し
て
の
機
能

に
つ
い
て
は
、
社
会
関
係
資
本
と
し
て
機
能
す
る
場
合
と
し
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
、
道
路
整

備
な
ど
の
場
合
は
異
な
る
住
民
の
利
害
を
調
整
し
て
機
能
し
た
の
に
対
し
、
村
税
滞
納
や
供
出

な
ど
家
計
に
直
接
か
か
わ
る
場
合
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
と
す
る
。
在
村
地
主
の
専
横
や
行
政

村
の
台
頭
、
常
会
の
組
織
化
、
農
民
組
合
の
台
頭
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
自
治
の
特
質
は
変

化
し
、
ま
た
第
二
次
大
戦
後
の
区
会
委
員
の
階
層
的
下
層
化
な
ど
の
変
化
も
見
ら
れ
る
が
、
組

単
位
で
多
数
決
を
と
る
と
い
う
区
会
の
問
題
処
理
方
式
は
継
承
さ
れ
、
政
策
受
容
を
め
ぐ
る
深

刻
な
対
立
も
、
こ
の
方
式
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

─ ８ ─



政
策
受
容
の
あ
り
方
で
は
、
◯１
政
策
意
図
通
り
に
受
容
す
る
、
◯２
政
策
意
図
を
組
み
替
え
受

容
す
る
、
◯３
運
動
を
伴
っ
て
積
極
的
に
抵
抗
す
る
、
◯４
消
極
的
に
抵
抗
す
る
、
の
四
つ
の
パ
タ

ー
ン
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
戦
時
期
ま
で
は
◯４
の
消
極
的
抵
抗
が
主
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
農
村

社
会
で
は
◯２
◯３
が
登
場
し
、
農
業
政
策
を
集
落
の
要
求
に
沿
っ
て
組
み
替
え
て
受
容
す
る
、
あ

る
い
は
反
対
運
動
に
よ
っ
て
導
入
を
拒
否
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
現
出
す
る
こ
と
を
示
し
、

第
二
次
大
戦
後
、
農
村
社
会
の
政
策
受
容
の
あ
り
方
が
変
化
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

経
済
活
動
に
お
け
る
集
落
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
そ
の
機
能
を
利
潤
追
求
と
危
険
回
避
に
分

け
、
利
潤
追
求
の
面
に
お
い
て
は
機
能
す
る
場
合
と
し
な
い
場
合
が
あ
り
、
機
能
し
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
危
険
回
避
の
機
能
は
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
集
落
は
小
農
の
生
産
と
生
活

に
対
し
て
補
完
的
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

こ
う
し
た
集
落
の
機
能
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
区
会
と
い
う
自
治
組
織
は
公
共
性
を
担

保
す
る
、
社
会
関
係
資
本
と
し
て
機
能
し
た
と
結
論
付
け
る
。

下
久
堅
南
原
地
区
・
南
虎
岩
地
区
、
下
清
内
路
な
ど
の
長
期
に
わ
た
る
区
会
関
係
資
料
、
下
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久
堅
村
の
助
役
や
養
協
の
指
導
者
の
日
記
な
ど
、
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料
を
発
掘
し
、
そ
れ
ら

を
ベ
ー
ス
に
多
様
な
史
料
を
駆
使
し
て
一
九
○
○
年
頃
か
ら
高
度
成
長
期
こ
ろ
ま
で
の
日
本
農

村
の
一
つ
の
姿
を
描
い
た
。
そ
の
中
で
も
、
第
一
章
の
長
期
に
わ
た
る
南
原
区
会
の
活
動
の
在

り
方
、
第
三
章
の
農
業
構
造
改
善
事
業
の
受
容
の
仕
方
、
第
五
章
の
養
蚕
農
協
の
設
立
と
そ
の

活
動
、
第
七
章
の
全
国
的
な
農
村
青
年
連
盟
と
農
民
政
党
の
動
向
な
ど
、
既
発
表
、
投
稿
中
の

各
章
は
、
興
味
深
い
実
証
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
今
後
必
ず
参
照
さ
れ
る
論
文

と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
個
別
論
文
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
な
く
、
農
村
の
公
共
性
が
い
か

に
担
保
さ
れ
て
き
た
の
か
を
追
求
し
、農
村
社
会
論
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
い
う
論
者
の
意
欲
、

さ
ら
に
膨
大
な
蓄
積
の
あ
る
農
村
社
会
史
研
究
の
中
に
自
ら
を
置
き
、緻
密
な
実
証
を
基
礎
に
、

研
究
史
と
格
闘
し
て
い
る
研
究
姿
勢
も
高
く
評
価
さ
れ
る
。

た
だ
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
下
伊
那
郡
と
い
う
特
定
の
地
域
を

設
定
は
し
て
い
る
が
、
採
り
あ
げ
た
テ
ー
マ
が
多
様
で
あ
る
だ
け
に
、
各
章
が
農
村
に
お
け
る

社
会
関
係
資
本
や
公
共
性
、
共
同
性
の
析
出
に
収
斂
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
点
で
あ
る
。
社
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会
関
係
資
本
の
位
置
づ
け
を
よ
り
包
括
的
に
行
い
、
対
象
地
域
の
組
織
・
人
物
を
整
理
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
豊
富
な
史
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
、
集
落
や
共
同
性
を
よ
り

明
確
に
し
て
、読
む
者
に
説
得
的
に
訴
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
分
析
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
課
題
を
残
し
て
い
る
が
、
各
章
の
実
証
内
容
の
高
さ
、
一
つ
の
農
村
社
会
論
を

提
起
し
た
論
文
と
し
て
、
高
い
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
本
論
文
の
提
出
者
坂
口
正
彦
は
、
博
士
（
歴
史
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

主
査

國
學
院
大
學
教
授

上

山

和

雄

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

根

岸

茂

夫

◯印

副
査

東
洋
大
学
教
授

大
豆
生
田

稔

◯印
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