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宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
の
前
身
で
あ
る
宇
都
宮
大
学
学
芸
学
部
研
究
論
集
第
一

號
が
発
刊
さ
れ
た
の
は
、一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
十
五
）
三
月
で
あ
る
。
こ
の
前
年
に
、

新
制
国
立
大
学
・
宇
都
宮
大
学
が
栃
木
師
範
学
校
・
栃
木
青
年
師
範
学
校
、
宇
都
宮
農

林
専
門
学
校
を
包
括
し
て
、
学
芸
学
部
と
農
学
部
の
二
学
部
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
敗

戦
後
の
当
時
は
、
民
主
国
家
、
平
和
国
家
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
中
で
、
再
び
朝
鮮
戦
争

勃
発
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
米
ソ
の
冷
戦
構
造
の
中
に
我
が
国
も
巻
き
込
ま
れ
て
い
こ

う
と
し
て
い
た
頃
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
ま
だ
紙
質
も
悪
く
、
教
員
の
研
究
環

境
も
必
ず
し
も
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
の
中
で
、
研
究
論
集
第
一
號
が

十
名
の
研
究
者
の
投
稿
に
よ
っ
て
産
声
を
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
学
芸
学
部
研
究
論
集
は
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
十
）
の
第
十
五
號
ま
で
続

き
、
翌
一
九
六
六
年
（
昭
和
四
十
一
）
に
学
芸
学
部
が
教
育
学
部
と
改
称
す
る
の
に
合

わ
せ
て
、
第
十
六
号
（
二
部
構
成
、
十
二
月
発
行
、
二
十
七
名
投
稿
）
か
ら
「
宇
都
宮

大
学
教
育
学
部
紀
要
」
と
な
り
、
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
り
今
日
の
第
六
十
号
に
至
っ

て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
紀
要
と
は
、
一
般
的
に
大
学
ま
た
は
研
究
所
が
、
そ
の
所
管
教
員
ま
た
は

研
究
員
の
学
術
論
文
を
総
合
的
に
発
表
す
る
雑
誌
で
あ
り
、
年
一
回
発
行
す
る
も
の
が

比
較
的
多
い
。「
学
術
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
そ
の
内
容
は
学
問
・

芸
術
全
般
に
わ
た
り
、
人
文
・
社
会
・
自
然
の
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
領
域
に
お
よ
ぶ
も
の

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
幅
広
い
教
養
と
専
門
的
知
識
を
備
え
た
人
間
の
形
成
を
主
た
る

目
的
と
す
る
本
学
部
に
お
け
る
紀
要
は
、
多
様
な
専
門
の
教
員
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ

り
、
い
わ
ば
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
的
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
六
十
年
に
も
及
ぶ
本
学
部
紀
要
の
主
た
る
目
的
は
、
〝
よ
り
善
き
知
の
探

求
と
創
造
〟 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
学
芸
学
部
か

ら
教
育
学
部
に
及
ぶ
多
く
の
教
員
た
ち
の
人
間
的
叡
知
と
科
学
的
知
識
と
の
調
和
の
も

と
に
創
造
さ
れ
た
“
知
の
遺
産
の
結
晶
”
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

人
間
は
、
本
来
愛
智
（
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
）
的
で
あ
り
、
常
に
〝
善
き
も
の
〟

 
 

に
憧
れ
、

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
憧
れ
に
叶
う
も
の
と
し
て
〝
善
き
も
の
〟
を
創
り
出
さ

な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
存
在
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
人
間
に
よ
っ
て
、
善
さ
へ
の

憧
れ
と
し
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
す
べ
て
が
、
新
た
な
「
文
化
」
を
形
成
し
て
い
く
た

め
の
礎
と
な
り
、
社
会
へ
の
多
大
な
知
的
貢
献
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

六
十
年
に
わ
た
る
本
学
部
の
紀
要
は
、
多
く
の
教
員
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
素
地
を
カ

ル
テ
ィ
ベ
イ
ト
し
な
が
ら
、
新
た
な
文
化
の
創
造
と
社
会
へ
の
貢
献
を
目
指
し
て
紡
ぎ

続
け
て
き
た
知
の
探
求
の
歴
史
的
所
産
と
い
え
る
。

　

だ
が
、
こ
の
文
化
の
創
造
を
目
指
し
た
知
の
探
求
は
、
こ
れ
か
ら
も
限
り
な
く
継
続

し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
研
究
者
た
ち
の
知
へ
の
情
熱
に
よ
っ
て
、
今
後
も
本

学
部
の
研
究
紀
要
が
よ
り
一
層
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
切
に
期
待
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、一
方
で
教
員
が
じ
っ
く
り
と
思
索
す
る
時
間
が
必
要
で
あ
り
、

他
方
で
は
他
者
の
論
文
を
読
み
、
相
互
に
語
り
合
う
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
紀
要
の
充

実
は
、
教
員
（
研
究
者
）
の
精
神
的
ゆ
と
り
と
無
縁
で
な
い
こ
と
を

後
に
付
言
し
て

お
き
た
い
。

　
　

宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
六
〇
号
発
刊
に
寄
せ
て

教
育
学
部
長　

渡
邊　　　
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