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石
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良
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授
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請
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丈
審
査
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旨

石
井
良
博
教
投
學
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

1
孟
論
交

2
蓼
考
論
交

古
代
政
治
思
想
史
論
考

ア
テ
ー
ナ
イ
人
ソ
ロ
ー
ソ

著
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
が
そ
の
成
立
と
歴
史
的
展
開
の
根
源
に
二
つ
の

罪
常
に
異
る
天
才
的
民
族
の
精
瀞
史
的
所
産
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
罠
族
が
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
人
と
古
代
ギ
リ
シ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を
み
と
め
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四
　
　
　
（
一
二
八
0
）

た
が
つ
て
本
論
考
を
二
部
に
分
け
て
、
第
一
部
を
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
世
界
』
と

し
て
五
篇
の
研
究
論
文
を
、
第
二
部
を
『
ギ
リ
シ
ヤ
人
の
世
界
』
と
し
て
三
篇

の
研
究
論
文
を
牧
め
て
い
る
。

　
ま
ず
第
一
部
の
『
イ
ス
ラ
エ
ル
初
期
王
國
の
形
成
と
構
造
』
に
於
て
は
、
イ

ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
が
、
ヨ
シ
ュ
ア
時
代
、
士
師
時
代
を
通
し
て
展
開
し
來
つ
た

祭
儀
宗
教
と
し
て
の
存
在
形
態
を
破
つ
て
歴
史
的
宗
教
に
鱒
化
さ
れ
る
た
め

に
、
初
期
統
一
王
國
の
形
成
が
媒
介
に
な
つ
て
い
た
事
實
に
注
目
し
、
こ
の
時

代
の
政
治
史
的
理
解
を
試
み
て
い
る
。
サ
ウ
ル
王
國
に
つ
い
て
は
、
こ
の
王
國

が
士
師
時
代
と
ダ
ピ
デ
王
國
と
の
中
間
的
位
置
を
占
め
る
歴
史
的
限
界
性
を
、

第
一
に
、
サ
ウ
ル
の
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
と
し
て
の
特
質
と
、
持
綾
的
位
置
を

保
有
す
る
「
王
た
る
こ
と
」
と
の
矛
盾
、
第
二
に
、
こ
の
王
國
の
軍
事
的
基
礎

が
、
持
綾
的
存
在
た
る
こ
と
を
桓
否
す
る
国
＄
旨
置
昌
に
あ
つ
た
こ
と
の
二

顯
に
求
め
て
い
る
。
ダ
ピ
デ
王
國
に
つ
い
て
は
、
南
北
爾
王
國
及
び
都
市
王
國

エ
ル
サ
レ
ム
よ
り
な
る
こ
の
王
國
の
構
邉
が
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
形
成
を
異
に

し
つ
つ
、
ダ
ピ
デ
個
人
の
男
o
目
8
琶
一
d
且
o
β
に
よ
つ
て
統
合
さ
れ
て
い
る

所
以
を
述
ぺ
、
特
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
領
有
に
つ
い
て
、
十
二
種
族
の
宗
教
蓮
合

の
中
心
地
た
る
の
意
義
を
附
與
し
、
古
き
種
族
の
祭
儀
的
傳
統
と
の
結
合
を
圏

つ
た
融
に
こ
の
王
國
の
特
質
を
み
と
め
、
ソ
ロ
モ
ン
王
國
の
形
成
と
構
邉
に
つ

い
て
は
、
e
エ
ル
サ
レ
ム
、
爾
そ
の
他
の
諸
都
市
、
⑫
そ
れ
を
含
む
徴
税
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢
窯

を
中
核
と
す
る
地
方
行
映
匿
劃
、
の
三
馳
に
集
約
し
て
考
察
し
、
彼
の
と
つ
た



一
賀
せ
る
世
俗
的
、
政
治
的
方
策
が
イ
ス
ラ
エ
ル
諸
種
族
に
よ
り
異
質
的
な
も

の
と
し
て
短
否
さ
る
べ
き
蓮
命
に
あ
つ
た
こ
と
を
、
申
命
記
中
の
「
王
の
律

法
」
、
サ
ム
エ
ル
記
中
の
「
王
の
権
利
」
の
趨
9
B
良
一
9
凝
に
み
て
い
る
。

次
に
『
ヤ
ハ
ヴ
ィ
ス
ト
に
お
け
る
歴
史
的
思
惟
の
特
質
』
に
於
て
は
、
0
イ
ス

ラ
エ
ル
民
族
に
お
け
る
歴
史
的
意
識
の
襲
生
及
び
そ
の
性
格
に
つ
い
て
、
イ
ス

ラ
講
ル
民
族
に
お
け
る
歴
史
的
意
識
の
護
生
を
申
命
記
に
含
ま
れ
る
、
こ
の
民

族
の
最
古
の
且
つ
最
も
典
型
的
な
信
仰
告
白
（
ク
レ
ー
ド
ー
）
に
求
め
、
フ
ォ

ン
．
ラ
ー
ト
の
傳
承
的
研
究
に
從
い
、
こ
れ
が
救
撰
史
的
構
造
を
有
す
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
目
族
長
時
代
の
歴
史
戯
述
の
淺
蓬
と
そ
の
特
質
に
つ

い
て
は
、
ヤ
ハ
ヴ
ィ
ス
ト
は
創
世
記
十
二
章
以
下
の
歴
史
敲
述
の
枠
を
前
述
の

ク
レ
ー
ド
ー
に
求
め
、
且
つ
鮫
逡
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
根
櫨
を
、
彼
が
生
き
た

紀
元
前
十
世
紀
中
葉
の
ダ
ピ
デ
統
一
王
國
の
歴
史
的
形
成
を
も
つ
て
、
民
族
の

父
租
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
封
す
る
憩
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
約
東
の
成
就
と
み
た
黙
に
求
め
、

戯遡が

全
髄
と
し
て
救
挺
史
的
構
造
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た

㊧
創
世
時
代
の
歴
史
戯
述
の
構
逡
も
そ
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
創
世
時
代
の
歴

史
に
封
し
て
も
、
ヤ
ハ
ヴ
ィ
ス
ト
は
前
述
の
民
族
史
の
中
に
把
握
し
た
救
抵
史

的
構
蓬
を
擾
大
せ
る
形
に
お
い
て
適
用
し
、
「
創
逡
」
と
「
堕
罪
」
を
全
人
類

の
歴
史
の
端
緒
を
な
す
も
の
と
し
、
人
類
の
歴
史
が
こ
の
超
越
的
創
造
者
の
人

間
葎
在
の
矛
盾
的
現
賓
を
超
え
て
進
む
救
抵
の
意
思
の
實
現
に
窮
極
の
根
撮
を

も
つ
も
の
と
み
た
所
以
を
、
創
世
記
一
ー
十
一
章
に
含
ま
れ
る
J
費
料
に
則
し

　
　
　
　
石
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博
教
投
學
位
講
求
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審
査
要
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て
把
握
し
て
い
る
。
次
に
『
ヘ
ブ
ラ
イ
民
族
に
お
け
る
國
家
鶴
の
墜
遷
に
つ
い

て
』
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
蹴
家
の
問
題
を
王
國
形
成
期
よ
り
そ
の
壊
滅

に
到
る
ま
で
の
思
想
史
的
課
程
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
方
法
論
的
前
提
と
し
て
、
國
家
の
問
題
に
關
す
る
奮
約
聖
書
の
思
想
を

正
典
の
順
序
に
よ
ら
ず
、
奮
約
の
言
葉
の
啓
示
謹
言
と
し
て
も
つ
ア
ナ
ロ
ギ
ア

の
面
に
封
し
、
各
費
料
を
現
賞
の
歴
史
的
局
面
に
位
置
づ
け
る
と
同
時
に
、
そ

れ
に
含
ま
れ
る
啓
示
へ
の
懸
答
と
い
う
主
麗
面
に
か
か
わ
る
主
盟
的
な
紳
學
的

理
解
の
爾
者
を
生
か
さ
ん
と
試
み
て
い
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
國
家
の

問
題
は
絡
始
「
紳
の
民
」
と
い
う
理
念
と
の
封
決
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、
営
初

は
救
趣
史
の
中
に
秩
序
づ
け
ら
れ
、
漸
次
時
代
の
進
展
と
と
も
に
そ
れ
の
も
つ

矛
盾
が
露
呈
さ
れ
つ
つ
、
あ
る
時
は
全
的
否
認
に
な
り
、
更
に
絡
末
論
的
思
惟

の
媒
介
と
し
て
の
嚢
姦
い
、
王
果
塑
到
つ
蕊
聾
。
蕾
し
て
の

民
が
再
び
沃
地
に
お
い
て
新
た
な
る
紳
の
民
と
し
て
自
彊
す
べ
き
こ
と
を
要
求

さ
れ
、
そ
れ
に
伴
つ
て
國
家
は
現
在
秩
序
を
主
髄
的
秩
序
へ
轄
化
す
る
場
と
し

て
の
課
題
を
捲
う
に
到
り
、
最
後
に
及
ん
で
終
始
封
決
の
根
底
を
な
し
た
「
憩

の
民
」
の
理
念
そ
の
も
の
が
破
棄
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
冷
嚴
な
審

到
の
封
象
と
さ
れ
る
に
到
つ
た
が
、
歴
史
的
な
、
ま
た
理
念
的
な
種
族
的
傳
統

の
壌
滅
を
通
し
て
、
新
た
な
る
個
の
自
昼
を
生
み
出
す
に
到
つ
た
と
い
う
こ
と

が
い
え
る
と
な
し
て
い
る
。
次
に
『
イ
ス
ラ
エ
ル
預
言
者
に
お
け
る
メ
シ
ア
思

想
の
展
開
課
程
』
は
、
歴
史
瀞
學
的
方
法
論
の
上
に
立
ち
、
更
に
メ
シ
ア
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
　
　
　
（
一
二
八
一
）
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が
そ
の
根
底
に
、
憩
と
民
と
の
契
約
關
係
の
理
念
に
封
す
る
封
決
を
前
提
と
し

て
い
る
こ
と
、
及
び
メ
シ
ア
思
想
の
起
源
に
關
す
る
時
代
措
定
の
問
題
を
、
ワ

イ
ザ
ー
、
ゼ
リ
ソ
・
ロ
ス
ト
等
最
近
の
文
献
概
詐
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
イ
ザ

ヤ
の
時
代
に
求
め
、
全
盟
を
、
6
捕
囚
期
前
の
預
言
者
（
イ
ザ
ヤ
及
び
ミ
カ
）
、

◎
捕
囚
期
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
預
言
者
（
エ
ゼ
キ
エ
ル
・
ハ
ガ
イ
・
ザ
カ
リ

ア
）
に
分
け
、
各
メ
シ
ア
思
想
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
メ
シ
ア
思
想

の
展
開
過
程
を
貫
ぬ
く
特
質
と
し
て
、
9
こ
れ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
辿
つ
た

政治史

的
宿
命
と
極
め
て
深
い
關
蓮
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
つ
て
メ
シ

ア
の
地
位
お
よ
び
終
末
國
家
の
實
質
に
つ
い
て
も
紳
話
的
表
象
は
極
度
に
斥
け

ら
れ
、
た
と
え
そ
れ
が
、
た
と
え
ば
イ
ザ
ヤ
書
の
場
合
の
如
く
導
入
さ
れ
て
い

て
も
、
意
味
形
象
と
し
て
歴
史
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
：
バ

ー
）
、
⇔
こ
れ
が
終
始
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
宗
教
的
契
約
共
同
盟
と
し
て
の
基

盤
の
上
に
威
立
し
た
も
の
と
し
て
、
稗
と
民
と
の
契
約
と
い
う
観
鮎
か
ら
把
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
の
二
鮎
に
求
め
て
い
る
。
次
に
『
ヨ
シ
ア
王
の
塞
教
改
革
と

申
命
記
』
に
於
て
は
、
南
ユ
ダ
王
國
の
王
ヨ
シ
ア
の
塞
教
改
革
の
歴
史
的
意
義

を
臼
こ
れ
が
ダ
ピ
デ
・
ソ
ロ
モ
ン
の
統
一
王
國
の
同
復
と
い
う
政
治
的
意
圖
と

の
關
蓮
に
お
い
て
着
手
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
⇔
こ
れ
が
前
六
二
一
年
、
エ
ル
サ

レ
ム
紳
殿
で
叢
見
さ
れ
た
「
申
命
記
」
に
よ
り
基
本
的
理
念
を
與
え
ら
れ
、
政

治
史
的
意
義
が
思
憩
史
的
領
域
に
お
い
て
よ
り
深
い
愛
當
性
を
裏
付
け
ら
れ
た

こ
と
の
二
貼
に
求
め
、
第
一
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
は
、
ヨ
シ
ア
の
治
世
中
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六
　
　
　
（
一
二
八
二
）

つ
の
重
要
な
事
件
郎
ち
、
首
都
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
け
る
ア
シ
リ
ア
の
國
家
的
祭

儀
の
破
棄
、
ア
シ
リ
ア
の
行
政
匿
劃
の
中
、
奮
イ
ス
ラ
エ
ル
領
の
最
も
中
心
的

部
分
を
形
成
し
て
い
た
サ
マ
サ
ア
地
域
の
合
併
と
そ
の
地
に
お
け
る
異
教
的
要

素
の
除
去
、
お
よ
ぴ
ガ
リ
ラ
ヤ
地
域
の
合
併
と
そ
の
地
に
お
け
る
異
教
的
要
素

の
除
去
、
お
よ
び
ガ
リ
ラ
ヤ
地
域
の
中
心
都
市
メ
ギ
ド
ヘ
の
進
出
の
政
治
史
的

考
察
を
も
つ
て
裏
付
け
、
第
二
の
テ
ー
ゼ
に
封
し
て
は
、
主
と
し
て
フ
ォ
ン
・

ラ
ー
ト
の
『
申
命
記
研
究
』
に
從
つ
て
、
そ
の
由
來
を
七
〇
一
年
以
降
に
復
活

を
み
た
『
ガ
ム
ハ
ー
ア
ー
レ
ツ
』
を
母
盟
と
す
る
国
o
霞
げ
臼
目
の
復
古
蓮
動

の
理
念
を
與
え
た
話
に
求
め
て
裏
付
け
、
ヨ
シ
ア
の
索
教
改
革
と
申
命
記
と
の

關
蓮
は
七
〇
一
年
の
ア
シ
リ
ア
に
よ
る
南
ユ
ダ
王
國
へ
の
侵
入
と
い
う
歴
史
的

危
機
を
契
機
と
し
て
起
つ
た
『
ガ
ム
ハ
ー
ア
ー
レ
ツ
』
を
主
燈
と
す
る
「
憩
の

民
」
イ
ス
ラ
エ
ル
の
同
復
と
い
う
共
通
の
課
題
に
封
す
る
理
念
的
面
か
ら
と
、

現
賓
的
面
か
ら
の
封
決
と
い
う
観
鮎
か
ら
の
み
理
解
出
來
る
と
結
論
し
て
い

る
。

　
第
二
部
に
入
つ
て
ま
ず
『
ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス
に
お
け
る
歴
史
的
思
惟
の
特
質
に

つ
い
て
』
に
於
て
は
、
へ
！
ロ
ド
ト
ス
に
お
け
る
『
歴
史
紳
學
』
の
中
に
、
ク

ル
マ
ソ
ボ
ギ
リ
シ
ヤ
思
想
一
般
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
な
性
格
、
即
ち
『
ギ

リ
シ
ヤ
思
想
に
お
い
て
は
、
時
間
が
直
線
的
に
考
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、

歴
史
が
決
し
て
蓮
關
し
た
歴
史
自
憧
と
し
て
で
は
な
く
、
た
だ
個
々
の
運
命
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

け
が
搦
理
の
働
く
場
駈
で
あ
り
得
る
。
歴
史
は
一
つ
の
目
的
（
テ
β
ス
）
に
よ



つ
て
支
配
さ
れ
て
は
い
な
い
。
』
と
い
う
性
格
が
み
ら
れ
る
か
、
ま
た
も
し
見

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
指
摘
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
課
題
へ
の
慮
答
を
彼
の
歴
史
的
思
惟
の
極

限
に
お
い
て
把
え
て
い
る
二
つ
の
座
標
、
郎
ち
W
・
σ
・
グ
リ
ー
ソ
の
彊
調
す

る
人
間
の
高
慢
と
そ
れ
に
封
す
る
憩
の
復
讐
を
内
容
と
す
る
「
囁
理
」
お
よ
び

マ
ッ
ク
ス
・
ポ
ー
レ
ン
ツ
が
強
調
し
た
「
自
由
」
と
い
う
二
つ
の
座
標
の
結
ぴ

つ
き
、
及
び
そ
の
限
界
性
如
何
と
い
う
間
題
提
起
へ
の
感
答
と
し
て
捉
え
て
い

る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス
が
自
ら
の
「
判
断
」
と
し
て
述
ぺ
た
第
七
雀
一

三
九
節
を
、
紳
々
と
ギ
リ
シ
ヤ
人
の
自
由
へ
の
自
己
決
断
に
基
く
行
爲
を
時
間

的
、
室
間
的
な
前
後
の
關
係
に
並
置
し
た
命
題
と
し
て
捉
え
、
そ
の
原
因
は
、

e
彼
の
紳
観
念
が
非
歴
史
的
で
あ
り
、
彼
の
描
く
瀞
話
が
歴
史
内
の
個
々
の
事

件
と
は
個
別
的
に
關
逡
す
る
が
、
全
燈
と
し
て
の
歴
史
の
流
れ
に
位
置
を
占
め

る
「
歴
史
的
時
」
と
し
て
は
受
け
と
ら
れ
て
い
な
い
。
鱒
彼
に
お
け
る
「
自

由
」
は
ヘ
ッ
レ
ー
ネ
ス
に
内
在
す
る
固
有
な
旨
目
㊧
≦
筐
①
乃
至
は
国
辱

静
8
目
醒
器
で
あ
つ
て
そ
れ
自
盟
、
超
越
的
性
格
を
も
た
ず
、
思
考
の
上
で
は

歴
史
に
お
け
る
ク
ル
望
ソ
の
い
う
「
一
つ
の
目
的
」
た
り
得
な
い
顯
に
あ
つ
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
次
に
『
ブ
ロ
ー
タ
ゴ
ラ
：
ス
の
政
治
教
育
論
』
に
於

て
は
、
プ
ロ
ー
タ
ゴ
ラ
ー
ス
の
『
政
治
教
育
』
論
は
、
人
間
の
自
己
形
成
の
最

高
目
標
た
る
ア
レ
テ
ー
の
取
得
を
目
的
と
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
成
立
論
櫨
と

内
容
及
び
そ
の
中
に
ひ
そ
む
間
題
の
所
在
を
扱
つ
て
い
る
。
成
立
論
擦
に
つ
い

　
　
　
　
石
井
良
博
敬
授
學
位
請
求
諭
丈
審
査
要
旨

て
は
、
ブ
ラ
ト
ー
ソ
の
「
プ
紹
ー
タ
ゴ
ラ
ー
ス
」
篇
に
含
ま
れ
る
「
プ
ロ
メ
テ

ゥ
ス
・
ゼ
ゥ
ス
の
説
話
」
を
取
上
げ
、
彼
が
「
正
義
」
（
デ
イ
ケ
ー
）
と
「
畏

敬
」
（
ア
イ
ド
ー
ス
）
の
ポ
リ
ス
に
お
け
る
内
在
を
主
張
し
、
こ
の
爾
者
を
訓

練
し
、
純
化
し
て
、
ポ
リ
ス
的
人
闘
の
自
己
形
成
の
究
極
た
る
ポ
リ
テ
ィ
ケ
ー

ア
レ
テ
ー
の
取
得
に
到
ら
し
む
る
鮎
に
あ
つ
た
こ
と
を
、
前
五
世
紀
中
葉
の
ペ

リ
ク
レ
ー
ス
時
代
の
問
題
史
的
考
察
と
關
蓮
さ
せ
て
考
察
し
た
。
内
容
に
つ
い

て
は
デ
ィ
ー
ル
ス
。
ク
ラ
ソ
ツ
に
含
ま
れ
る
プ
ロ
ー
タ
ゴ
ラ
ー
ス
の
語
録
を
取

上
げ
、
彼
の
教
育
が
何
よ
り
も
先
ず
人
間
の
「
魂
」
（
プ
シ
ュ
ー
ケ
ー
）
に
關

わ
る
事
柄
た
る
こ
と
を
理
解
し
、
プ
ロ
！
タ
ゴ
ラ
ー
ス
的
「
魂
の
配
慮
」
と
ソ

ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
そ
れ
と
の
相
違
を
指
摘
し
、
結
論
と
し
て
、
ブ
ロ
ー
タ
ゴ
ラ

ー
ス
が
「
政
治
教
育
論
」
の
成
立
論
撮
を
、
寂
事
詩
の
時
代
に
起
源
を
も
ち
、

古
き
傳
統
を
有
す
る
「
プ
・
メ
テ
ゥ
ス
・
ゼ
ウ
ス
読
話
」
に
置
き
な
が
ら
、
そ

の
本
來
の
中
核
を
な
し
た
超
越
的
契
機
を
賓
質
的
に
失
わ
し
め
た
貼
に
彼
の
所

論
の
問
題
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
次
に
『
プ
ラ
ト
ー
ン
に
お
け
る

「
哲
人
王
」
の
理
念
の
成
立
に
關
す
を
一
考
察
』
に
於
で
は
、
「
哲
人
王
」
の
命

テ
イ
ア
ー
」
篇
の
「
中
心
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
な
る
所
以
を
、

本
欝
藷
篇
に
み
ら
れ
る
プ
ラ
ト
ー
ソ
自
身
の
「
哲
人
」
の
定
義
及
び
そ
の
本
來

的
な
性
格
へ
の
言
及
に
よ
つ
て
捉
え
、
こ
の
理
念
の
歴
史
的
成
立
の
事
態
解
明

の
必
然
性
を
導
き
出
し
、
こ
の
課
題
を
こ
の
命
題
が
言
明
さ
れ
る
ま
で
の
「
第

七
書
簡
」
に
お
け
る
自
傳
的
、
歴
史
的
同
顧
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
歴
史
的
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七
　
　
　
（
一
二
八
鴛
）



　
　
　
　
肩
井
良
博
教
授
學
位
講
求
論
丈
審
査
要
旨

態
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
解
明
し
て
い
る
。
こ
の
命
題
は
第
一
に
、
之
が

提
起
さ
れ
る
に
到
る
ま
で
の
ブ
ラ
ト
！
ン
の
現
賞
政
治
に
封
す
る
封
決
の
基
調

と
し
て
、
國
家
及
び
個
人
の
「
正
義
」
が
規
範
と
な
つ
て
い
る
こ
と
、
第
二

に
、
こ
の
命
題
に
お
い
て
、
「
政
治
櫨
力
」
と
．
「
哲
學
」
と
の
合
一
の
究
極
的
根

擦
を
「
紳
的
褥
理
」
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
ポ

リ
ー
テ
イ
ア
ー
」
篇
に
お
け
る
「
ロ
ゴ
ス
に
お
け
る
國
制
」
の
中
に
、
正
義
の

理
念
茄
ど
の
よ
う
に
具
盟
化
さ
れ
、
哲
人
た
る
統
治
者
の
位
置
、
使
命
が
い
か

に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
見
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
W
・
C
・
グ
リ
ー
ソ
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ホ
フ
マ
ン
の
「
紳
的
振
理
」
に
關
す
る
所
説
を
取
上
げ
、
グ
リ
ー
ソ
に
つ
い
て

は
、
「
善
の
イ
デ
ア
」
と
紳
と
の
關
係
が
漕
極
的
に
し
か
と
ら
え
ら
れ
ず
、
從

つ
て
「
紳
的
椿
理
」
を
哲
人
王
の
命
題
の
中
に
措
定
し
た
意
味
が
嚴
密
に
う
け

と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ホ
フ
マ
ン
の
所
読
は
「
善
の
イ
デ
ア
」
と
瀞
観
念
を

同
一
観
し
て
い
る
た
め
、
審
教
史
的
背
景
が
十
分
に
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
指
摘
し
、
ブ
ラ
ト
ー
ソ
に
お
け
る
「
紳
」
の
問
題
に
つ
い
て
意
紳
學
的
な
把

握
と
、
昌
ル
ソ
ン
等
瀞
追
求
せ
ん
と
し
て
い
る
宗
教
史
的
把
握
が
、
そ
の
有
機

的
闘
蓮
に
お
い
て
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
て

い
る
。

　
本
論
考
セ
通
じ
著
者
の
豊
富
な
る
古
代
語
の
知
識
と
、
本
源
的
資
料
選
揮
の

適
確
な
る
こ
と
と
、
ひ
ろ
く
文
献
を
渉
獲
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
示
さ

れ
て
い
る
摩
識
並
び
に
こ
れ
に
基
く
業
績
は
法
學
博
士
の
學
位
を
與
う
る
に
十

分
な
も
の
と
認
め
る
。

　
　
昭
和
三
十
五
年
三
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
審
査
委
員

一
三
八

（
＝
一
八
四
）
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塾
大
學
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慶
懸
義
塾
大
學
教
授

慶
懸
義
塾
大
學
激
授

島
田
久
吉
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田
江
次

，
伊
藤
政
寛


