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949
に
掲
載

さ
れ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
こしァ
大
学
敢
禽
畢
部
教
授
号
W
･
E
b
erha
rd
の
太
論
文
は
数

貢
の
小
篇
で
あ
る
が
.
然
し
こ
れ
は
氏
の

D
ie
B
e
z
ieh
u
n
g
en

d
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∝
)
及
び

I)
aB
T.?
ba
･
re
ich
rN
ord.

O
hin蓋
(Le
iden,)
94
9
)
等
ふ二

通
e
J北
族
妃
研
究
の
成
果
並
び
に
最
近
の
欧

栄
に
於
け
る
同
方
面
諸
研
究
を
綜
合
し
て
得
た
結
論
の
要
旨
と
し
て
注
意
さ
る
べ

き
も
の
で
あ
ろ
-
｡
琴

哀

世
界
大
戦
開
始
以
来
欧
栄
に
於
け
る
束
酔
史
研
究
の

一
新
傾
向
は
内
陸
ア
ジ
ア
が
'
東
成
は
西
か
ら
の
文
化
潮
流
の
単
な
る
導
管
で
あ

っ
た
の
で
は
な
-
'
ア
ジ
ア
周
過
に
生
起
し
た
高
度
文
化
は
常
に
内
陸
ア
ジ
ア
に

襲
生
し
た
衝
激
に
繰
り
返
し
繰
Ja/
返
し
作
用
せ
ら
れ
影
響
せ
ら
れ
た
こ
と
を
認
識

し
た
こ
と
で
あ
る

〔著
者
は
か
⊥

る
見
地
を
最
も
明
瞭
に
し
た
も
の
と
し
て
W
.

R
ubcn
:
E
Bk
i
H
in
t
T
ari
h
i
と

TndiseheⅦ
M
ittetatter
を
あ
げ
て
ゐ

る
〕
0

そ
の
た
め
に
ま
た
内
陸
ノ
マ
-
ド
文
化
其
物
に
封
す
る
研
究
が
リ
グ
チ
,I

〆
ル
ッ
セ
･
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
･
本
著
者
エ
ー
ベ
ル

ハ
ル
ト
等
の
諸
氏
に
よ

っ
て
強
く
推
進
せ
し
め
ら
れ
た
｡

(
青
々
は
現
在
す
で
に
例
へ
は
'
中
国
古
代
史

研
究
に
於
て
封
建
国
家
よ
り
統

一
国
家

(秦
)
へ
の
夢
展
の
要
田
を
考
(
Tt.〇場
合

常
時
す
で
に
封
建
諸
侯
の
瑞
力
を
以
っ
て
し
て
は
最
早
抗
禦
し
難
い
ま
で
生
長
し

て
ゐ
た
宜
大
な
北
方
ノ
マ
-
ド
国
家
の
存
在
と
そ
の
本
質
を
詳
考
す
べ
き
段
階
に

達
し
て
ゐ
る
)｡
さ
て
著
者
は
中
国
イ
ソ
ド
等
の
高
度
文
化
の
歴
史
と
の
相
関
々
係

に
於
い
て
最
近
の
旬

心
問
題
は
糾
ノ
マ
-
ド
諸
民
族
が
'
そ
れ
は
小
種
族
に
分
れ

て
各
自
の
嘘
過
に
平
和
に
毒
し
て
ゐ
た
の
に
'
何
故
健
か
の
潤
に
突
然
大
勢
鯛
に

統
合
し
'
確
聞
と
し
た
高
度
文
化
を
打
倒
す
る
力
を
得
た
か
｡
伽
如
何
に
し
て
其

ノ
ヤ
ー
デ
ソ
が
高
度
文
化
を
征
服
し
た
後
､
或
る
期
間
被
征
服
者
の
反
抗
に
よ
る

徹
底
的
な
脅
威
を
受
け
る
こ
と
も
な
-
支
配
を
維
持
し
得
る
の
か
｡
而
も
突
然
無
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カ
化
し
､
室
～
敬
学
も
せ
ず
に
退
い
て
了
ふ
の
か
'
で
あ
る
が
'
こ
の
問
題
に
野

し
て
は
先
づ
ノ
マ
-
デ
ソ
の
敢
倉
構
造
を
明
に
し
種
族
の
性
格
を
明
に
す
る
必
要

が
あ
る
と
す
る
.
即
ち

｢中
東
の
主
要
ノ
マ
I
ド
民
族
は
言
語
上
､
イ
ン
ド
ゲ
ル

マ
ン
へ
ト
ル
コ
､
モ
ン
ゴ
ル
r
及
び
ツ
ン
グ
ー

ス
に
分
類
さ
れ
る

(
チ
ベ
ッ
ト
族

は
副
次
的
に
の
み
政
治
役
割
を
な
し
た
).
文
化
的
に
も
イ
ン
ド
ゲ
ル
マ
ン
的
･
ト

ル
Tt的

(
こ
の
二
は
馬
飼
養
を
特
長
と
す
る
)'
モ
ン
ゴ
ル
的

(牛
飼
養
)､
ツ
y

ダ
ー
ス
的

(豚
飼
養
)
北
チ
ベ
ッ
ト
的

(
羊
飼
養
)
に
略
～
大
別
さ
れ
る
0
倍
に

吾
人
が
モ
ン
ゴ
ル
的
文
化
を
語
る
な
ら
ば
へ
比
の
場
合
苛
々
は
こ
の
文
化
の
保
持

者
が
モ
ー

コ
語
を
語
る
か
乃
至
は
語
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
選
る
が
､
然
し

政
治
的
観
象
を
考
へ
る
場
合
は
複
雑
で
あ
る
.
例
へ
は
ヂ
ソ
ギ
ス
汗
時
代
の
モ
ー

コ
人
国
家
は
モ
ー
コ
語
モ
ー
コ
文
化
の
黄
色
人
種
の
モ
ソ
.JTT
ル
駒
国
家
と
云
得
る

例
へ
ば
拓
故
で
は
百
以
上
の
種
族
を
包
含
し
'
そ
の
六
〇
%
が
ト
ル
コ
､
三
五
%

が
モ
ン
ゴ
ル
､
少
-
と
も
二
種
族
が
ツ
ン
グ
ー
ス
'

1
種
族
は
イ
ン
ド
ゲ
ル
マ
ン

で
あ
る
｡
笥
に
か
ゝ
る
種
族
蓮
合
性
の
性
格
は
支
配
種
族
に
よ
っ
て
輿
へ
ら
る
べ

き
で
あ
る
｡
そ
れ
は
連
合
諸
種
族
が
敢
合
駒
に
同
位
で
な
-
'
特
に
ト
ル
ロ
民
族

で
は
純
然
た
る
貴
族
政
鮭
に
襲
足
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
.

(
そ
こ
に
は
奴
隷
と

し
て
連
盟
全
鮭
に
奉
仕
す
る
奴
隷
種
族
や
'

1
種
族
或
は
そ
の
成
員
に
隷
屈
し
た

個
人
奴
隷
も
存
し
た
)｡

従
っ
て
例
へ
ば
拓
故
は
其
連
合
諸
種
族
の
多
数
が
言
語

的
文
化
的
に
ト
ル
コ
人
で
あ
っ
た
が
故
に
で
は
な
く
､
其
支
配
種
族
が
言
語
的
文

化
的
に
ト
ル
コ
系
で
あ
っ
た
が
故
に
､
同
様
に
ま
た
旬
奴
も
英
軍
干
種
族
が
ト
ル

コ
族
で
あ
っ
た
が
故
に
拓
故
及
び
倒
奴
､
並
に
そ
の
後
纏
諸
国
家
は
ト
ル
コ
兼
と

冒
ひ
得
る
の
で
あ
る
｣

(
大
意

･
以
下
同
じ
)
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
'
英
の
所
論

は
明
快
で
あ
り
妥
蛍
で
あ
る
｡
尤
も
同
時
に
か
上
る
性
格
づ
け
が
可
能
と
な
っ
た

の
に
は
各
種
族
に
封
す
る
定
年
の
研
究
特
に
言
語
革
的
な
研
究
の
進
歩
に
負
ふ
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

即
ち
拓
故
の
連
盟
種
族
が
多
数
の
異
種
族
か
ら
成
立

七
て
ゐ
る
こ
と
は
従
来
と
て
も
推
察
し
得
た
が
'
著
者
が
上
端
の
如
く
明
瞭
に
そ

の
比
率
を
数
字
で
表
は
し
得
た
の
は
'
著
者
が
集
鎖
し
た
拓
版
の
二

九
種
族
の

族
名
に
封
す
る

L
.B
a
zin

(R
O
Ch
e
r
c
h
e
s
sur
t
e

s
P

arterB
T
'o
･p
a
)
の
言

語
学
調
査
の
結
果
で
あ
り
'
腐
奴
､
拓
故
爾
支
配
種
族
を
ト
ル
TT
族
と
断
じ
た
の

も
､
軍
手
の
顧
せ
る
種
族
名

｢居
各
｣
を
ト
ル
コ
語

tu
g
(
呪
術
者
)
と
解
す
る

改
､
其
地
雨
支
配
種
族
の
言
語
を
p
re
turc
と
見
る
撃
説
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ

と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
.

さ
て
著
者
は
本
題
で
あ
る
ノ
や
.-
デ
ン
国
家
の
､成
立
過
程
に
つ
い
て
大
略
次
の

如
-
述
べ
る
O
即
ち
.｢紙
の
種
族
は

7
定
の
牧
畜
区
域
､
そ
れ
は
平
原
の
冬
の
牧

場
と
山
地
の
夏
の
牧
場

(
こ
れ
は
小
規
模
な
開
墾
地
で
ゞ
も
あ
る
)
を
有
ち
'
冬

牧
場
か
ら
山
地
へ
の
移
動
行
進
は
多
く
の
種
族
が
協
同
駒
に
行
ふ
｡
そ
れ
が

一
定

の
紳
聖
な
場
所
で
の
共
同
祭
典
を
蘭
し
,
弛
い
非
政
治
的
な
種
族
困
膿
の
形
式
む

束
た
す
.
農
耕
国
家
七
ノ
マ
.-
デ
y
と
の
問
の
交
易
は
専
ら
ノ
マ
-

デ
y
の
首
長

と
の
問
の
圃
家
事
鷲
の
形
式
で
行
は
れ
た
が
へ
JJ
の
場
合

(
農
耕
国
家
は
畜
産
物

を
必
要
と
し
な
い
が
へ
ノ
マ
ー
デ
y
は
,､､
ル
ク
の
得
ら
れ
ぬ
冬
期
の
食
糧
を
必
罫

と
し
た
か
ら
)
農
耕
国
家
は
塵
～
政
治
的
な
手
段
と
し
て
農
産
物
償
格
の
引
上
げ

交
換
の
開
銀
を
行
っ
た
｡
私
貿
易
で
は
農
民
は
ク
レ
ヂ
ッ
ト
に
よ
っ
て
ノ
マ
-
チ

ソ
を
隷
巌
化
し
'
土
地
を
収
奪
L
r
牧
畜
笛
域
の
狭
少
を
来
た
し
た
｡
こ
の
爾
事

に
封
す
る
ノ
マ
-
デ
ソ
の
反
作
用
は
農
耕
圏
へ
の
掠
奪
的
襲
撃
で
あ
る
.
襲
撃
鞠

の
統
率
者
は
や
が
て
農
業
圏
を
支
配
す
る
の
刊
を
さ
と
る
か
,
身

は
農
業
閥
の
反

撃
に
封
す
る
精
力
的
な
防
衛
を
飴
儀
な
-
せ
し
め
ら
れ
る
が
､
こ
れ
に
は
従
来
の

種
族
結
合
で
は
不
充
分
で
あ
る
.

そ
こ
で
連
盟
の
指
導
者
は
胃
頓
､

チ
ン
ギ
ス

汗
r
チ
ム
ー

ル
､
バ
ブ
ー

ル
の
如
-
連
盟
成
員
の
増
加
の
雷
に
隣
近
発
種
族
の
革

撃
取
を
試
み
る
｡
こ

れ
に
よ
っ
て
連
盟
中
に
敢
倉
的
階
級
が
生
じ

(
統
率
者
の
種

87I,-
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族
の
下
に
へ
従
来
彼
等
と
共
に
逢
牧
し
て
ゐ
た
諸
種
旗
が
殆
ど
同
峰
駒
に
位
置
し

そ
の
下
に
最
初
_に
征
服
さ
れ
た
か
自
ら
投
降
し
た
籍
種
族
が
従
ひ
､
最
後
に
強
制

的
に
態
盟
に
制
鮎
さ
れ
て
奴
隷
と
し
て
連
盟
全
路
に
奉
仕
し
た
奴
隷
諸
種
旗
)､

古

い
種
族
シ
ス
テ
ム
は
破
壊
さ
れ
軍
事
的
な
畢

7
睦
が
組
織
さ
れ
へ
ノ
マ
-
デ

ソ

国
家
が
成
立
す
る
｣
と
説
き
､
更
に
農
業
国
家
へ
の
彼
等
の
攻
撃
敬
が
何
故
に
常

に
成
功
す
る
か
､
農
業
地
区
占
領
後
に
於
け
る
諸
方
策
の
相
違

(
チ
ン
ギ
ス
汗
'

チ
ム
ー
ル
に
よ
る
工
匠
以
外
の
人
衆
皆
殺
､
耕
地
の
牧
場
化
'
柘
故
初
期
の
農
耕

人
口
の
奴
隷
化
と
種
族
構
成
員
(
の
分
配
等
)
に
言
及
L
r
最
後
に
こ
れ
ら
征
服

諸
王
朝
の
滅
亡
の
原
因
経
過
を
概
説
し
て
ゐ
る
が
紙
数
の
舶
係
上
こ
･̂

で
は
そ
の

部
分
の
紹
介
は
割
愛
す
る
｡
た
ゞ

三
日
し
て
置
き
た
い
JJ
と
は
上
述
の
ノ
ヤ
ー
チ

ン
国
家
形
成
の
過
程
は
史
料
の
聾
富
な
拓
駿
朝
､
蒙
古
朝
の
場
合
等
に
於
い
て
明

か
に
認
め
得
る
か
の
で
あ
り
'
従
っ
て
多
く
の
ノ
ア

デ
ン
国
家
成
立
の
場
合
に

も
於
い
て
も
常
て
は
ま
る

7
種
の

｢定
型
｣
と
考
へ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
'
然
し
調

査
の
進
ん
で
ゐ
な
い
柔
然
､
旬
奴
等
其
他
線
て
の
場
合
に
於
て
も
完
全
に

｢共
通

弥
な
過
程
｣
で
あ
っ
た
か
否
か
は
抱
今
後

言

史
料
に
よ
っ
て
記
明
す
べ
き
紫
が

残
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
云
ふ
こ
と
で
射
り
,
か
1
る
意
味
か
ら
も
護
雅
夫

氏
の
妊
作

｢旬
奴
の
国
家
｣
史
撃
錐
誌
五
九

･
五
の
如
き
基
本
的
研
究
の
揖
農

欲
せ
ら
れ
る

(
尤
も
へ
漢
零
に
見
ゆ
る
旬
奴
の
統
治
機
構
記
事
に
比
し
っ
後
漢
等

の
そ
れ
が
詳
細
で
あ
る

7
因
は
後
漢
人
が
南
旬
奴
を
降
し
'
之
を
管
領
し
て
英
機

構
を
直
接
調
査
し
得
た
篤
で
あ
る
に
不
拘
'
護
氏
が
比
瓢
を
考
薦
せ
ず
'
爾
笥
記

～

事
の
差
を
す
べ
て
旬
奴
の
統
治
機
構
の
夢
展
の
た
め
と
速
断
し
た
の
は
安
常
で
な

い
).

な
は
エ
:
ベ
ル
ハ
ル
ト
教
授
の
本
論
文
は
上
述
の
如
く
全
く
要
旨
的
な
敵

城
で
あ
る
の
で
'
其
虞
意
を
十
分
に
理
解
す
る
に
は
上
端

D
a
B
T
o
b
arei

c

h
の

外
'
同
教
授
の
妃
著

Ch
in
a8
G
eschibhte
(B
er
n
,
)948
p
p
,

404)
の
併

現
が
望
ま
し
い
O

(
内
田
吟
風
)
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