
84奈良大学大学院研究年報 第11号(2006年)

《
修
士
論
文
要
旨
》

山
田
方
谷
に
お
け
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の
観
念
と
理
想
の
社
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本
研
究
は

「山
田
方
谷
に
お
け
る
誠

の
観
念
と
理
想
の
社
会
像
」
と
題
し
、
山

田
方
谷
が
貫
い
た

「誠
」

の
本
体
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
方
谷
の
思
想

の
全
体
像

に
迫
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

第

一
章
で
は
陽
明
学

へ
の
傾
倒
と
経
国
論

の
形
成
を
取
り
上
げ
る
。
方
谷
は
も

と
も
と
朱
子
学
を
学
ん
で
い
た
が
、

『伝
智
録
』
を
読
み
、
陽
明
学

へ
と
傾
倒
す

る
。
陽
明
学
は
愚
者
が
学
ぶ
と
自
身
の
心
ば
か
り
を
師
と
し
て
し
ま
い
、
稽
古
の

功
夫
を
失

っ
て
私
利
私
欲
に
は
し
り
、
人
を
は
ば
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
欠
点
が

あ
る
が
、
智
者
が
学
ぶ
と
人
間
性
を
悟

る
こ
と
が
速
や
か
で
、
道
徳
を
判
断
す
る

こ
と
が
果
断
と
な
り
、
物
事
を
成
し
遂
げ
る
の
に
効
果
を
上
げ
る
と
い
う
利
点
を

持

つ
と
方
谷
は
認
識
し
た
。
そ
こ
で
陽

明
学
の
欠
点
ば
か
り
を
攻
め
、
利
点
を
も

排
除
し
よ
う
と
す
る
朱
子
学
か
ら
離
れ
、
陽
明
学
に
傾
倒
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

方
谷
は
陽
明
学
に
は

「致
良
知
」
、

「格
物
」
、
「誠
意
」
の
三
つ
の
要
点
が
あ
る

と
し
た
。
そ
の
中
で
誠
意
を
中
心
に
据
え
た
。
良
知
を
致
す
こ
と
に
よ

っ
て
誠
意

の
本
体
を
確
認
し
、
格
物
の
実
践
に
よ

っ
て
誠
意
が
実
際
の
も

の
と
な
る
と

い
う

の
が
方
谷
の
陽
明
学
観
で
あ

っ
た
。

方
谷
は

「論
理
財
」
、
「擬
対
策
」
を
記
し
、
自
身
の
経
国
論
を
論
じ
る
。
そ
の

根
本
と
な
る
の
は
、
事
の
外
に
立

っ
て
事

の
内
に
屈
し
な
い
こ
と
、

つ
ま
り

一
つ

の
こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
大
局
的
な
観
点
に
立

っ
て
物
事
全
体
を
見
渡
す
こ
と
で
あ

っ
た
。
方
谷
は
、
世
の
中
が
困
窮
し
て
い
る
の
は
金
銭

の
取
り
扱

い
に
の
み
と
ら

わ
れ
、
風
紀

・
人
心
が
乱
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
を
改
正
し
な

く
て
は
ま
す
ま
す
社
会
が
困
窮
す
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
政
治

・
経
済
が
と
も
に

は
た
ら
き
、
支
え
る
こ
と
で
国
が
成
り
立
つ
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
陽
明
学
観
と
経
国
論
に
よ
っ
て
方
谷

の
意
志
は
実
践
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。第

二
章
で
は
藩
政
改
革
に
お
け
る
方
谷

の
政
策
を
取
り
上
げ
る
。
方
谷
が
仕
え

た
備
中
松
山
藩
は
多
額
の
借
財
を
抱
え

て
い
た
。
そ
こ
で
方
谷
は
藩
政
改
革
を
推

進
し
た
。
そ
の
中
で
は
藩
札
改
正
、
撫
育
局
の
設
置
に
よ
る
専
売
を
行

い
利
益
を

上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
風
紀

・
民
政
の
刷
新
も
行
わ
れ
た
。

つ
ま
り
方
谷
は
政
治

・
経
済
の
両
面
か
ら
の
改
革
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
藩
を
建

て
直
そ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
賄
賂

・
傍
修
を
排
除
し
て
、
信

・
義
を
も

っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

領
民
と
藩
が
と
も
に
豊
か
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
方

谷
は
自
身

の
経
国
論
を
実
況
し
た
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

で
は
幕
政
に
対
す
る
方
谷
の
意
見
を
取
り
上
げ
る
。
老
中
と
な

っ
た
藩
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主
の
政
治
顧
問
に
就
任
し
た
方
谷
は
、
幕
政
に
対
す
る
素
直
な
意
見
を
述

べ
る
よ

う
に
な
る
。
当
時
の
幕
府
課
題
と
し
て
方
谷
は
財
政

・
軍
制
の
改
革
を
上
げ
る
。

そ
の
た
め
の

一
政
策
と
し
て
代
官
制

の
改
革
を
提
案
す
る
。
代
官
制
は
幕
府
経
済

の
根
幹
を
担
う
職
制
で
あ
り
、
こ
の
見
直
し
、
改
革
を
行
う
こ
と
で
財
政
再
建
を

図
る
と
と
も
に
、
代
官
を
中
心
と
し
た
軍
事
組
織
の
編
制
を
も
図
ろ
う
と
し
た
の

で
あ

っ
た
。
ま
た
参
勤
交
代
制
の
緩
和

に
よ

っ
て
諸
藩
割
拠
の
弊
害
を
生
じ
る
こ

と
を
危
惧
し
た
方
谷
は
、
幕
府
は
天
下
公
共

の
主
意
に
基
づ

い
た
政
治
、
天
下
公

共

の
大
道
を
行
う

べ
き
で
あ
る
と
し
た

。
こ
れ
は
諸
藩
も
自
己
の
私
を
去

っ
て
、

諸
藩

一
体
と
な

っ
た
政
治
で
あ

っ
て
、
幕
府
で
さ
え
も
こ
の
道
か
ら
は
ず
れ
、
自

己
の
エ
ゴ
イ
ズ

ム
に
陥

っ
た
な
ら
ば
悪
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

幕
府
に
お
い
て
も
そ
の
経
国
論
は
貫
か
れ
た
。
そ
れ
は
私
を
排
除
し
て
、
諸
藩

が

一
体
と
な
り
日
本
の
た
め
に
政
治
を
行
う
と

い
う

「天
下
公
共
の
道
」
を
行
う

と

い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
た
場
合
は
幕
府

で
さ
え
も

「私
」
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
方
谷
の
思
想
の
到
達
点

を
さ
ぐ
る
。
方
谷
は
、
気
は
理
に
先
立

っ

て
存
在
す
る
根
源
的
存
在
で
あ

っ
て
、
理
は
固
定
化
さ
れ
た
存
在

で
は
な
く
気
の

自
己
運
動
に
よ

っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
は

つ
ま
り
形
而
上
、

形
而
下
を
貫
く
も

の
は
気

で
あ
る
と
す

る
気

一
元
論
の
立
場
に
立

つ
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
理
を
形
而
上
の
も
の
、
気
を
形
而
下
の
も
の
と
す
る
朱
子
学
の
理

気

二
元
論
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、
朱
子
学
か
ら
離
れ
、
陽
明
学

へ
と
傾
倒
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
可
能
と
な

っ
た
。

方
谷
は
陽
明
学
の
本
質
を

「無
善
無
悪
」
に
見
出
し
た
。
こ
の
無
善
無
悪
は
無

私
無
心
で
あ

っ
て
そ
れ
故

に

「自
然
」
と
な
る
。
そ
し
て
自
然
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
善

に
至
る
も
の
で
あ

っ
て
無
善
無
悪
11
至
善
に
な
る
の
で
あ
る
。
方
谷
は
善

悪

の
判
断
基
準
を
仁
等

の
人
倫

の
道
で
は
な
く
、
自
然
か
不
自
然
か
に
お

い
た
。

つ
ま
り
人
々
が
行
う
善
行
善
言
も
作
為
打
算
か
ら
行
わ
れ
た
不
自
然
な
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
悪
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
方
谷
は

「誠
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
。
誠
は
無
念
無
想
の
中
か
ら
生

じ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
故
に
誠
博
自
然
11
至
善
と
し
た
。
こ
の
私
も
偽
り
も
な
い

誠
を
貫
く
こ
と
で
人
は
善
と
な
る
。
そ
し
て
ま
た
政
治
に
お
い
て
も
誠
11
契
矩

の

道
を
貫
く
こ
と
で
エ
ゴ
イ
ズ

ム
に
陥
ら
ず
皆
が

一
体
に
な
れ
る
の
で
あ
る
と

い
う

考
え
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
方
谷
は
誠
を
貫
く
こ
と
に
よ

っ
て
本
来
的
自
己
と
政
治
的
価
値
の

一
体
化
を
図
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
誠
は
意
志
も
作
為
も
な
い
自
然
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
無
私
性
に
よ

っ
て
天
地
万
物
と
合

一
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
方
谷
の

思
想
は
天
地
自
然
と
の
関
連
で
説
か
れ
る
天
地
合

一
思
想
で
あ
り
、
天
下

一
体
と

な
る
社
会
、
ま
た
天
下
と
と
も
に
あ
る
社
会
を
目
指
し
た
も

の
で
あ

っ
た
と
結
論

づ
け
る
。
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