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学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

二
西

石
川
明
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
目
『
裁
判
上
の
和
解
』

（
四
七
六
）

　
論
者
は
、
数
年
来
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
上
梓
を
目
標
と
し
て
、
裁
判
上
の
和
解

の
研
究
に
取
組
み
、
研
究
の
纏
ま
つ
た
部
分
は
逐
次
こ
れ
を
論
文
の
形
で
世
に

問
う
て
き
た
が
、
十
編
近
い
既
発
表
の
論
文
を
も
つ
て
最
主
要
の
論
点
を
ほ
ぼ

検
討
し
尽
く
し
た
今
、
こ
れ
ら
に
そ
の
他
の
諸
論
点
に
関
す
る
書
き
お
ろ
し
原

稿
を
加
え
、
全
体
を
組
織
化
し
て
、
所
期
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
編
成
し
た
の
が
、

本
書
で
あ
る
。
所
論
は
、
五
章
に
わ
け
、
第
一
章
「
裁
判
上
の
和
解
の
法
的
性

質
」
、
第
二
章
「
裁
判
上
の
和
解
の
要
件
」
、
第
三
章
「
裁
判
上
の
和
解
の
効

力
」
、
第
四
章
「
裁
判
上
の
和
解
の
瑠
疵
の
主
張
方
法
」
、
第
五
章
「
訴
訟
の
各

段
階
に
お
け
る
訴
訟
上
の
和
解
」
の
順
に
展
開
せ
ら
れ
る
が
、
他
に
、
附
篇
と

し
て
、
関
連
の
あ
る
判
例
評
釈
五
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る
．

　
和
解
の
性
質
論
た
る
第
一
章
は
、
既
発
表
の
論
文
で
あ
る
が
、
私
法
行
為

説
・
訴
訟
行
為
説
・
併
存
説
・
両
性
説
・
等
、
周
知
の
よ
う
に
錯
雑
を
極
め
る

諸
学
説
を
検
討
の
う
え
、
こ
こ
で
、
著
者
は
、
先
ず
、
裁
判
上
の
和
解
を
「
裁
判

所
の
面
前
で
締
結
さ
れ
る
実
体
的
和
解
と
裁
判
所
に
ょ
る
そ
の
確
認
・
公
証
行

為
」
と
の
結
合
物
と
み
る
べ
き
こ
と
を
提
唱
す
る
．
一
方
に
お
い
て
、
裁
判
上
の

和
解
に
は
訴
訟
的
な
効
果
が
伴
う
た
め
、
こ
れ
を
単
純
な
私
法
行
為
と
考
え
る



こ
と
は
難
し
い
と
こ
ろ
、
他
方
に
お
い
て
、
そ
の
訴
訟
的
な
効
果
は
制
度
の
反

射
効
と
認
め
う
る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
対
応
す
る
側
面
を
当
事
者
の
行
為
そ
の
も

の
の
中
に
予
定
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
趣
旨

で
あ
る
が
、
特
に
、
昨
今
有
力
な
訴
訟
行
為
説
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
で
は
「
何

故
和
解
に
よ
つ
て
行
為
規
範
た
る
実
体
的
法
律
関
係
が
形
成
さ
れ
る
の
か
を
充

分
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
方
向
で
、
所
説
の
基
盤
に
ま
で
遡
つ
た

克
明
な
批
判
が
示
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
要
件
論
に
か
か
わ
る
第
二
章
は
、
既

発
表
の
論
文
三
編
と
書
き
お
ろ
し
論
文
三
編
と
を
、
第
一
節
か
ら
第
六
節
ま

で
、
事
柄
の
順
に
従
つ
て
配
列
し
、
全
六
節
の
構
成
を
と
る
章
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
、
論
者
は
、
和
解
の
前
提
た
る
「
争
」
が
必
ず
し
も
当
事
者
間
の
主
張

の
対
立
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
代
わ
り
常
に
起
訴
の
利
益
を
具

え
た
紛
争
た
る
べ
き
こ
と
、
「
互
譲
」
な
き
訴
訟
上
の
和
解
は
こ
れ
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
が
互
譲
は
必
ず
し
も
訴
訟
物
に
関
す
る
を
要
せ
ず
一
方
の
譲

歩
が
訴
訟
物
に
関
し
て
い
れ
ば
他
方
の
そ
れ
は
訴
訟
物
以
外
の
法
律
関
係
や

訴
訟
上
の
機
能
に
関
し
て
い
て
も
よ
い
こ
と
、
起
訴
前
の
和
解
に
あ
つ
て
は

互
譲
も
ま
た
必
要
で
な
い
こ
と
（
源
鰍
第
）
、
和
解
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
は

裁
判
権
・
請
求
適
格
・
訴
の
判
益
・
当
事
者
適
格
な
ど
が
具
わ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
が
そ
の
他
の
客
観
的
訴
訟
要
件
の
具
備
は
必
要
で
な
い
こ
と
（
職
、
マ
　
裁

判
長
な
ら
び
に
書
記
官
の
署
名
捺
印
が
な
い
和
解
調
書
は
無
効
で
あ
る
こ
と

（
鱒
四
）
、
和
解
に
条
件
を
附
す
る
こ
と
は
い
か
な
る
点
か
ら
も
不
都
合
と
言
え

な
い
こ
と
（
騨
五
）
、
お
よ
び
、
裁
判
上
の
和
解
の
当
事
者
は
当
事
者
能
力
・
当

事
者
適
格
を
具
備
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
訴
訟
能
力
を
必
要
と
し
な
い

こ
と
（
喋
謝
節
）
を
論
じ
る
。
あ
わ
せ
て
、
和
解
の
内
容
な
い
し
諸
態
容
（
鱒
二
）
と

　
　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

和
解
へ
の
第
三
者
の
関
与
（
嚇
論
節
）
と
を
論
じ
る
部
分
の
、
精
細
を
極
め
た
議
論

を
も
見
落
す
こ
と
は
許
さ
れ
ま
い
。
進
ん
で
、
効
力
論
に
関
す
る
第
三
章
は
、

全
部
書
き
お
ろ
し
の
三
節
か
ら
成
る
が
、
論
者
は
、
和
解
が
自
主
的
な
紛
争
解

決
の
方
式
に
他
な
ら
ず
、
国
家
の
関
与
も
形
式
的
・
消
極
的
な
も
の
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
通
説
に
抗
し
、
昨
今
の
有
力
説
に
与
し
て
、
裁
判
上

の
和
解
に
既
判
力
な
し
と
断
じ
る
。
そ
れ
な
ら
再
訴
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

か
と
い
う
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
に
関
連
し
こ
れ
か
ら
派
生
す
る
諸
問

題
と
、
和
解
の
中
心
的
な
効
力
た
る
執
行
力
に
つ
い
て
、
そ
の
執
行
手
続
上
の

取
扱
に
関
す
る
諸
問
題
と
が
、
あ
わ
せ
て
仔
細
に
拾
い
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

既
判
力
の
本
質
を
正
当
性
と
安
定
性
と
の
調
和
に
求
め
よ
う
と
す
る
既
判
力
理

論
へ
の
論
及
も
注
目
さ
れ
る
。
続
い
て
．
裁
判
上
の
和
解
の
蝦
疵
の
主
張
方
法

を
取
扱
う
第
四
章
は
、
既
発
表
の
論
文
三
編
に
僅
少
の
書
き
足
し
を
加
え
、
二

節
三
款
を
構
成
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
理
疵
の
主
張
が
、
和
解
の
実
体
的
鍛

疵
の
主
張
な
ら
ぽ
別
訴
の
提
起
に
よ
つ
て
、
そ
の
純
訴
訟
的
暇
疵
の
主
張
な

ら
ば
旧
訴
の
続
行
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
る
べ
き
も
の
と
解
せ
ら
る
べ

ぎ
こ
と
（
雌
）
・
お
よ
び
、
和
解
調
書
に
基
づ
く
執
行
に
つ
い
て
請
求
異
議
の

訴
が
起
こ
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
に
伴
う
仮
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
民
訴
五
六
〇

条
に
よ
る
五
四
七
条
の
準
用
に
も
拘
ら
ず
、
む
し
ろ
五
二
一
条
の
方
を
類
推
適

用
す
べ
き
こ
と
（
騨
二
）
が
説
か
れ
て
い
る
．
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
和
解

無
効
確
認
の
訴
の
性
質
論
も
、
「
い
わ
ゆ
る
救
済
訴
訟
と
呼
ば
る
べ
き
特
殊
類

型
の
訴
」
と
こ
れ
を
論
定
す
る
点
で
、
注
目
に
値
し
よ
う
。
そ
し
て
、
最
後
に
、

訴
訟
の
各
段
階
に
お
け
る
訴
訟
上
の
和
解
と
題
す
る
第
五
章
は
、
既
発
表
の
論

文
を
第
二
節
と
し
、
こ
れ
に
書
き
お
ろ
し
の
第
一
節
を
前
置
し
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
　
（
四
七
七
）
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が
、
論
者
は
、
こ
こ
で
は
、
判
決
手
続
の
各
段
階
に
お
け
る
和
解
の
問
題
点
を

各
論
的
に
追
う
と
と
も
に
（
聯
一
）
、
保
全
訴
訟
手
続
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は

保
全
状
態
に
関
し
、
あ
る
い
は
被
保
全
権
利
に
関
し
て
、
和
解
が
行
わ
れ
う
る

旨
を
論
じ
て
（
聯
一
一
）
、
本
論
を
閉
じ
る
。

　
所
説
の
理
論
的
鍵
点
は
、
実
体
行
為
た
る
和
解
と
裁
判
所
が
こ
れ
を
確
認
す

る
行
為
と
の
結
合
物
を
も
つ
て
裁
判
上
の
和
解
な
り
と
す
る
和
解
の
性
質
論

と
、
こ
れ
に
全
く
既
判
力
を
否
定
す
る
そ
の
和
解
の
効
力
論
と
に
あ
る
と
言
え

よ
う
。
民
事
訴
訟
法
全
体
の
体
系
と
い
う
見
地
か
ら
は
こ
れ
ら
が
最
も
主
要
な

論
点
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
既
判
力
否
定
論
は
昨
今
有
力
化
し
つ
つ
あ
る
少
数

説
を
支
持
し
て
我
国
の
通
説
に
抗
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
右
の
よ
う
な
性
質

論
に
至
つ
て
は
他
に
類
を
み
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
見
解
の
提
唱
に
他
な
ら
ぬ
か
ら

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
鍛
疵
の
主
張
に
ひ
ろ
く
途
を
拓
く
こ
と
に
な
る
し
、
性
質

論
は
、
加
え
て
、
例
え
ば
「
互
譲
」
の
要
否
を
決
せ
し
め
、
ま
た
例
え
ぽ
条
件

と
の
関
係
で
寛
か
な
態
度
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
（
號
一
一
輔

五
鯛
舗
）
、
こ
の
二
点
が
残
余
の
論
点
を
支
え
て
い
る
関
係
も
認
め
ら
れ
る
。

　
だ
が
、
右
二
点
の
論
証
は
、
果
し
て
充
分
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
、
性

質
論
に
つ
い
て
こ
れ
を
言
え
ば
、
他
説
の
採
る
べ
か
ら
ざ
る
所
以
は
洵
に
精
し

く
検
証
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
提
唱
の
よ
う
な
新
し
い
形
で
和
解
を

理
解
し
え
、
且
つ
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
積
極
的
な
根
拠
は
殆
ど
何
も
挙
げ

ら
れ
て
い
な
い
。
当
事
者
の
行
為
と
裁
判
所
の
行
為
と
の
結
合
と
い
う
こ
と
が

爾
く
簡
単
に
認
め
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
所
論
は
、
一
種
の
、
再
興
せ
し
め

ら
れ
た
私
法
行
為
論
と
い
う
性
格
を
荷
う
が
、
そ
れ
は
単
純
な
私
法
行
為
論
と

何
処
で
決
定
的
に
別
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
、
既
判
力
の
否
定
論
に
つ
い
て
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
　
　
　
（
四
七
八
）

え
ば
、
そ
の
根
拠
は
た
だ
、
和
解
が
自
主
的
な
紛
争
解
決
方
式
で
、
判
決
の
代

用
物
で
な
い
と
い
う
に
尽
ぎ
る
。
そ
れ
は
、
問
題
の
、
単
な
る
言
い
換
え
に
近

い
で
あ
ろ
う
し
、
裁
判
所
の
「
確
認
」
が
裁
判
上
の
和
解
の
要
素
を
な
す
と
す

る
見
解
か
ら
は
、
却
つ
て
既
判
力
肯
定
論
の
方
が
自
然
と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

結
局
、
こ
こ
で
言
わ
ゆ
る
裁
判
所
の
「
確
認
」
と
は
↓
体
何
か
、
確
認
判
決
と

い
う
よ
う
な
場
合
の
確
認
と
は
異
な
り
．
単
な
る
公
証
と
も
区
別
さ
れ
る
所

の
、
そ
の
実
体
が
何
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
残
さ
れ
た
最
も
大
ぎ
な
問
題
で
あ

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
論
者
の
研
究
は
、
学
界
の
理
論
的
前
進
の
た
め
の
一
つ

の
確
実
な
寄
与
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
何
故
な
ら
、
第
一
に
、
た
と
え

論
者
自
身
の
見
解
を
支
持
し
え
な
い
者
に
と
つ
て
も
、
学
説
の
錯
綜
が
整
理
せ

ら
れ
、
問
題
点
の
す
ぺ
て
が
捌
挟
せ
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
有
益
で
あ
る
と
こ

ろ
、
右
二
点
に
関
す
る
徹
底
的
な
整
序
は
、
我
国
で
は
論
者
に
よ
つ
て
初
め
て

行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
論
者
自
身
の
主
張

も
、
充
分
に
論
証
さ
れ
確
立
す
る
見
込
み
が
あ
る
。
現
在
な
お
不
備
な
論
証

は
、
論
者
と
と
も
に
、
実
は
学
界
の
一
般
が
今
後
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
に
他
な

ら
ず
、
も
し
一
た
び
「
当
事
者
の
行
為
と
裁
判
所
の
行
為
と
の
結
合
」
お
よ
び

「
既
判
力
を
伴
わ
ぬ
裁
判
所
の
確
認
」
と
い
う
概
念
に
し
て
確
証
せ
ら
れ
る
な

ら
ば
、
訴
訟
行
為
論
一
般
が
飛
躍
、
的
な
新
展
開
を
み
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
既

に
論
老
の
論
述
中
に
論
旨
を
請
求
の
拗
棄
認
諾
に
推
し
お
よ
ぽ
す
可
能
性
の
背

後
に
考
え
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
ふ
し
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
本
書

が
、
少
く
と
も
一
石
を
投
じ
る
意
味
で
、
「
訴
訟
行
為
論
」
一
般
へ
の
．
逸
す

べ
か
ら
ざ
る
寄
与
と
見
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。



　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
論
者
は
、
本
書
に
お
い
て
、
実
は
、
右
の
よ
う
な
理

論
体
系
の
建
設
よ
り
は
、
寧
ろ
和
解
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
の
網
羅
的
集
成
を
直

接
の
課
題
と
し
た
。
問
題
は
よ
く
渉
猟
さ
れ
、
す
べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
解
答

が
明
記
さ
れ
、
こ
の
直
接
の
課
題
は
み
ご
と
に
果
た
さ
れ
て
い
る
。
課
題
遂
行

の
態
度
と
し
て
、
二
点
を
特
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
一
つ

は
、
論
者
の
解
答
の
姿
勢
は
勝
れ
て
実
用
法
学
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
、

結
果
の
実
際
的
妥
当
が
常
に
第
一
次
に
追
求
さ
れ
、
一
面
的
に
理
論
の
要
求
に

溺
れ
る
こ
と
が
な
い
。
他
の
一
つ
は
、
文
献
が
克
明
に
且
つ
博
く
調
査
さ
れ
て

い
る
、
と
い
5
こ
と
で
、
判
例
も
ま
た
充
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
、

本
書
は
、
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
ど
の
よ
う
な
側
面
に
迫
ろ
う
と
す
る
に
も
せ

よ
、
今
後
「
裁
判
上
の
和
解
」
に
触
れ
よ
う
と
す
る
者
の
、
必
ず
通
ら
な
け
れ

ぽ
な
ら
ぬ
関
門
と
な
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
由
来
、
裁
判
上
の
和
解
は
、
訴
訟
法
学
老
が
、
一
種
の
タ
ブ
ー
の
よ
う
に
、

敬
し
て
遠
ざ
け
る
問
題
に
属
す
る
。
そ
れ
は
、
実
体
法
が
緊
密
に
絡
ん
で
く
る

た
め
容
易
に
手
に
負
え
な
い
面
が
あ
る
と
と
も
に
、
実
体
法
と
訴
訟
と
の
関
係

と
い
う
最
も
基
本
的
な
問
題
に
対
す
る
態
度
決
定
を
迫
ら
れ
て
た
じ
ろ
ぎ
を
感

じ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
二
点
か
ら
言
え
ば
、
非
訟
事
件
手
続
の
諸
問
題
も

似
た
よ
う
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
論
者
は
、
嚢
に
は
非
訟
事
件
手
続
の
研

究
に
数
年
を
捧
げ
て
き
た
者
で
あ
る
か
ら
、
続
い
て
本
書
を
も
つ
て
裁
判
上
の

和
解
に
取
組
み
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
の
成
果
を
挙
げ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
り

訴
訟
法
の
み
な
ら
ず
実
体
法
の
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の

で
あ
る
と
と
も
に
、
訴
訟
と
実
体
法
と
の
関
連
と
い
う
最
も
基
本
的
な
問
題
に

つ
い
て
も
、
ま
た
一
そ
う
発
言
の
資
格
を
深
め
た
も
の
と
言
つ
て
よ
い
。
既
に

　
　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

本
書
中
に
も
登
場
し
て
い
る
所
謂
救
済
訴
訟
の
究
明
は
、
訴
訟
と
実
体
法
と
の

関
連
の
素
朴
な
理
解
だ
け
で
は
全
う
し
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
論
者
の
将
来

に
は
、
訴
訟
行
為
理
論
一
般
の
再
構
成
を
こ
え
、
更
に
、
訴
訟
と
実
体
法
と
の

関
連
と
い
う
最
も
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
、
新
た
に
し
て
適
確
な
解
答

が
、
予
期
せ
ら
れ
、
且
つ
待
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
書
に
示
さ
れ
た
論
者
の
学
識
と
力
量
と
は
、
充
分
に
、
法
学
博
士

（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
に
値
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
昭
和
四
十
一
年
二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
主
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
　
宮
崎
　
澄
夫

　
　
　
　
　
　
　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
　
法
学
博
士
　
今
泉
孝
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
副
査
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
法
学
博
士
伊
東
乾

備
考
　
以
上
の
学
位
は
、

　
　
あ
る
。

す
べ
て
慶
鷹
義
塾
大
学
学
位
規
定
第
四
条
に
よ
る
も
の
で

一
二
七

（
四
七
九
）


