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位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
　
　
黄
清
渓
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

黄
清
渓
氏
提
出
の
学
位
請
求
論
文
『
手
形
抗
弁
の
理
論
－
特
に
手
形
法
第
一

七
条
を
中
心
に
ー
」
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
序
　
論

　　　　　第　　　　　　　　第
　　第第第二　　　　　　第第一
二一三二一章六五四三二一二一章

抗
弁
制
限

抗
弁
制
限
の
沿
革
の
概
観

抗
弁
制
限
の
理
論
根
拠

法
的
政
策
説

無
因
性
文
言
性
説

権
利
外
観
説

発
行
者
の
意
思
説

原
始
取
得
説

私
見

悪
意
の
抗
弁

序
説

悪
意
の
抗
弁
の
意
義

一
般
悪
意
の
抗
弁
と
の
関
係

直
接
当
事
者
間
の
抗
弁

い
わ
ゆ
る
後
老
の
抗
弁

結　　　　　　　　　　　　　　　第
　　　　　　　　第　　第　　第第三　　　　第
論七六五四三二一四二一三二一一二一章四三二一四三

六
八
　
　
（
一
三
三
八
）

隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
抗
弁

悪
意
の
抗
弁
の
前
提

害
意
の
解
釈

重
過
失
の
有
無

「
前
者
」
の
意
義

悪
意
の
認
定
時
期

手
形
抗
弁
の
分
類

従
来
の
分
類
方
法
と
そ
の
疑
義

物
的
抗
弁

民
法
第
四
七
二
条
に
よ
る
物
的
抗
弁

民
法
第
四
七
二
条
に
よ
ら
な
い
物
的
抗
弁

人
的
抗
弁

手
形
法
の
規
定
に
よ
る
人
的
抗
弁

理
論
（
外
観
法
理
）
に
よ
る
人
的
抗
弁

若
干
の
手
形
抗
弁
に
つ
い
て
の
再
考

手
形
偽
造
変
造
の
抗
弁

商
洗
第
二
六
五
条
・
民
法
第
一
〇
八
条
違
反
の
抗
弁

表
見
代
理
の
抗
弁

交
付
欠
訣
の
抗
弁

意
思
表
示
の
鍛
疵
の
抗
弁

手
形
の
受
戻
を
し
な
い
支
払
済
の
抗
弁

融
通
手
形
の
抗
弁



　
従
来
、
手
形
抗
弁
に
つ
い
て
は
物
的
抗
弁
と
人
的
抗
弁
に
二
分
し
、
人
的
抗

弁
は
す
べ
て
手
形
法
第
一
七
条
の
対
象
と
な
る
と
理
解
す
る
の
が
通
常
で
あ
つ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
論
者
は
、
人
的
抗
弁
事
由
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
に

も
、
更
に
二
つ
の
種
類
の
抗
弁
事
由
、
す
な
わ
ち
手
形
債
権
が
有
効
に
成
立
し
て

い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
抗
弁
事
由
と
、
手
形
債
権
の
成
立
ま
た
は
存
在
に
蝦

疵
が
あ
り
、
そ
の
存
否
を
抗
弁
事
由
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
種
類
の
抗
弁
事
由
の
う
ち
、
前
者
は
ま
さ
に
手
形

法
第
一
七
条
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
第
一
七
条

の
対
象
外
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
手
形
法

第
一
七
条
の
解
釈
上
の
諸
問
題
も
解
決
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
主
張
と
論
理
の
構
成
の
た
め
に
は
、
手
形
抗
弁
及
び
抗
弁
制
限
制
度
が
い
か

な
る
沿
革
に
基
い
て
成
立
し
、
い
か
な
る
法
理
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い

る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
に
、
手
形
取
引
の
実
際
に
お
い
て
主

張
さ
れ
、
ま
た
、
裁
判
上
問
題
と
な
つ
た
手
形
抗
弁
を
で
き
る
だ
け
広
く
と
り

あ
げ
、
個
別
的
に
抗
弁
事
由
の
内
容
と
主
張
で
き
る
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
論
者
は
、
第
一
章
抗
弁
制
限
と
第
二
章
悪
意
の
抗
弁
に

お
い
て
、
こ
の
問
題
を
法
理
面
か
ら
追
求
す
る
と
共
に
、
第
三
章
手
形
抗
弁
の

分
類
に
お
い
て
は
、
右
の
法
理
を
適
用
し
て
抗
弁
制
限
に
関
す
る
重
要
問
題
を

解
明
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
順
序
に
従
つ
て
、
こ
れ
を
概
観
し
て
い
こ
う
。

　
第
一
章
抗
弁
制
限
の
部
分
に
お
い
て
は
、
抗
弁
制
限
の
制
度
を
沿
革
的
に
概

観
し
、
次
い
で
林
立
し
て
い
る
抗
弁
制
限
に
関
す
る
諸
学
説
を
検
討
し
て
、
そ

の
法
理
の
本
質
を
探
究
す
る
。
そ
こ
で
は
法
的
政
策
説
、
権
利
外
観
説
、
発
行

者
の
意
思
説
な
ど
を
あ
げ
、
適
切
な
紹
介
と
批
判
を
掲
げ
て
、
最
後
に
論
者
の

　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

私
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
抗
弁
制
限
の
法
理
に
関
す
る
論
者
の
私
見
の
部
分

は
、
第
一
章
の
う
ち
の
半
分
以
上
の
分
量
を
占
め
て
お
り
、
き
わ
め
て
詳
細
な

も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
論
者
は
抗
弁
制
限
の
法
的
基
礎
は
、
手
形
債
権
の
無
因
性
、
文
言
性

に
求
め
る
べ
ぎ
も
の
と
す
る
。
既
に
手
形
振
出
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
無
因

性
、
文
言
性
が
機
能
す
る
結
果
、
手
形
上
の
権
利
関
係
は
、
一
方
に
お
い
て
は
手

形
に
記
載
さ
れ
た
文
言
を
権
利
内
容
と
し
、
他
方
に
お
い
て
は
手
形
振
出
の
原

因
関
係
か
ら
切
離
さ
れ
た
別
個
の
権
利
関
係
と
し
て
、
振
出
と
い
う
手
形
の
設

権
行
為
に
よ
つ
て
創
出
さ
れ
る
。
こ
の
権
利
関
係
は
最
初
は
振
出
人
と
受
取
人

と
の
間
に
存
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
手
形
の
裏
書
譲
渡
に
よ
つ
て
被

裏
書
人
へ
と
流
通
す
る
。
こ
の
場
合
に
も
右
の
権
利
関
係
は
終
始
一
定
不
変
で

あ
り
、
証
券
外
の
抗
弁
事
由
は
移
転
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
手
形

上
の
権
利
自
体
は
書
面
と
共
に
終
始
す
る
の
に
反
し
、
抗
弁
事
由
の
あ
る
も
の

は
こ
れ
を
生
ぜ
し
め
た
人
に
附
着
し
て
、
裏
書
人
に
残
留
す
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
手
形
法
第
一
七
条
本
文
の
定
め
る
抗
弁
の
制
限
は
当
然
の
事
理
の
規
定
で

あ
り
、
同
条
但
書
は
い
わ
ゆ
る
一
般
悪
意
の
抗
弁
を
条
文
化
し
た
も
の
と
理
解

す
る
。

　
第
二
章
悪
意
の
抗
弁
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
抗
弁
制
限
に
関
す
る
論
者
の

特
色
あ
る
見
解
に
立
つ
て
、
手
形
法
第
一
七
条
但
書
の
悪
意
の
抗
弁
に
つ
い
て

探
究
を
進
め
て
い
る
。
従
来
の
多
く
の
学
説
は
、
抗
弁
の
つ
い
た
手
形
債
権
が

譲
渡
さ
れ
る
場
合
に
は
、
手
形
の
流
通
力
を
強
化
す
る
た
め
、
善
意
の
取
得
者
の

手
許
で
は
抗
弁
を
切
断
さ
せ
る
が
、
悪
意
者
に
つ
い
て
は
切
断
さ
せ
る
理
由
は

な
い
か
ら
、
最
初
の
抗
弁
が
復
活
す
る
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
（
二
三
二
九
）
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者
は
、
手
形
抗
弁
は
こ
れ
を
生
ぜ
し
め
た
人
に
附
着
し
て
移
転
し
な
い
と
説
明

す
る
か
ら
、
反
対
に
悪
意
者
に
対
し
て
抗
弁
を
対
抗
で
き
る
理
由
を
基
礎
づ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
手
形
第
一
七
条
但
書
が
悪
意
の

抗
弁
を
認
め
る
根
拠
は
、
一
般
悪
意
の
抗
弁
の
条
文
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
説

明
す
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
直
接
当
事
者
間
の
抗
弁
、
裏
書
の
原
因
関
係
が

消
滅
し
た
場
合
に
、
被
裏
書
人
が
振
出
人
に
支
払
を
請
求
で
き
る
か
と
い
う

問
題
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
場
合
な
ど
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
論
者
は
右
の
理
解
を
背
景
に
、
手
形
法
第
一
七
条
に
お
け
る
「
前

者
」
、
「
人
的
関
係
」
及
び
「
債
務
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
り
て
」
の
三
つ
の
要

件
的
概
念
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
前
者
」
は
直
接
の

前
者
に
限
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
「
債
務
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
り
て
」

の
文
言
も
忠
実
に
狭
く
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
重
過
失
と
い
う
要
件
を
持
込

む
こ
と
は
必
要
で
な
い
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
手
形
法
第
一
七
条
の
対
象
と
す

る
人
的
抗
弁
は
、
既
に
成
立
し
て
い
る
手
形
債
権
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
抗
弁
の
対
抗
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は
厳
格
に
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

点
で
、
第
一
七
条
の
対
象
外
の
抗
弁
に
お
い
て
、
手
形
法
第
一
六
条
第
二
項
と

同
様
の
「
悪
意
』
で
足
り
る
と
解
す
る
の
と
は
異
な
る
と
す
る
。
こ
の
結
果
は

多
数
説
の
解
釈
と
大
き
な
差
異
は
な
い
が
、
論
者
の
基
本
的
な
立
場
を
前
提
と

し
な
が
ら
ド
イ
ッ
及
び
わ
が
国
の
学
説
、
判
例
を
豊
富
に
引
用
し
て
、
解
釈
の

た
め
の
理
論
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
基
礎
理

論
の
確
立
に
よ
つ
て
、
手
形
法
第
一
七
条
の
対
象
と
す
る
抗
弁
の
限
界
、
裏
返

し
て
い
え
ば
、
そ
の
対
象
外
の
人
的
抗
弁
を
区
別
す
る
た
め
の
基
準
を
う
る
こ

と
が
で
き
た
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
（
二
二
四
〇
）

　
第
三
章
手
形
抗
弁
の
分
類
の
部
分
に
お
い
て
は
、
通
説
が
人
的
抗
弁
は
す
べ

て
手
形
法
第
一
七
条
に
よ
つ
て
処
理
さ
れ
る
と
理
解
す
る
こ
と
の
不
当
性
を
指

摘
し
な
が
ら
、
論
者
の
手
形
抗
弁
に
関
す
る
特
色
あ
る
理
解
に
基
く
分
類
方
法

と
、
そ
の
た
め
の
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
い
る
。
す

な
わ
ち
論
者
は
、
手
形
抗
弁
を
物
的
抗
弁
と
人
的
抗
弁
に
分
類
し
た
後
、
更
に

人
的
抗
弁
を
手
形
法
第
一
七
条
の
規
定
に
よ
る
人
的
抗
弁
と
、
外
観
法
理
に
よ

る
人
的
抗
弁
に
区
別
す
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
の
人
的
抗
弁
は
、
抗
弁
事
由
は

存
在
す
る
が
、
手
形
上
の
権
利
そ
れ
自
体
が
完
全
に
存
在
し
て
い
る
点
に
特
色

が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
人
的
抗
弁
は
、
手
形
債
務
の
有
効
な
成
立
が

否
定
さ
れ
る
場
合
に
、
外
観
法
理
の
作
用
す
る
効
果
と
し
て
抗
弁
制
限
が
付
与

さ
れ
る
。
も
つ
と
も
、
こ
の
外
観
法
理
も
手
形
取
得
者
の
外
観
信
頼
と
、
債
務

老
の
外
観
惹
起
に
つ
い
て
の
帰
責
性
を
考
量
す
る
た
め
、
そ
の
適
用
の
場
面
に

限
界
は
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
次
に
、
実
務
上
も
問
題
と
な
つ
て
い
る
数
個
の
重
要
な
抗
弁
事
由
を
と
り
あ

げ
、
右
に
述
べ
た
抗
弁
分
類
の
基
準
か
ら
い
つ
て
、
そ
れ
は
物
的
抗
弁
で
あ
る

か
人
的
抗
弁
で
あ
る
か
、
仮
り
に
人
的
抗
弁
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
次
に
手
形

法
第
一
七
条
の
対
象
と
な
る
抗
弁
で
あ
る
か
否
か
を
究
明
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
現
在
の
社
会
観
念
か
ら
す
る
と
、
手
形
行
為
に
お
け
る
意
思
表
示
の
暇

疵
、
手
形
交
付
の
欠
敏
、
表
見
代
理
な
ど
の
抗
弁
事
由
に
つ
い
て
は
、
外
観
法

理
の
作
用
す
る
場
合
と
認
め
ら
れ
、
従
つ
て
手
形
法
第
一
七
条
の
適
用
の
な
い

人
的
抗
弁
事
由
と
な
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
無
能
力
、
無

権
代
理
、
手
形
の
偽
造
変
造
、
商
法
第
二
六
五
条
違
反
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
、

手
形
債
務
者
の
保
護
を
重
視
し
、
物
的
抗
弁
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
す
る
。
ま



た
、
手
形
の
受
戻
を
し
な
い
支
払
済
の
抗
弁
と
、
学
説
、
判
例
上
多
少
の
争
い

の
あ
る
融
通
手
形
の
抗
弁
は
、
い
ず
れ
も
手
形
法
第
一
七
条
の
適
用
さ
れ
る
典

型
的
な
人
的
抗
弁
で
あ
り
、
特
異
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

　
最
後
に
論
者
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
手
形
抗
弁
を
物
的
抗
弁

と
人
的
抗
弁
に
区
別
す
る
の
み
で
な
く
、
人
的
抗
弁
に
つ
い
て
手
形
法
に
よ
る

も
の
と
外
観
法
理
に
よ
る
も
の
と
に
区
分
し
て
論
ず
る
と
、
人
的
抗
弁
に
つ
い

て
抗
弁
切
断
の
効
果
が
与
え
ら
れ
る
根
拠
を
正
し
く
理
解
で
き
る
し
、
そ
の
成

立
要
件
に
関
し
て
、
二
種
類
の
抗
弁
事
由
を
峻
別
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
多
数
説
が
手
形
法
第
一
七
条
に
つ
い
て
行
つ
て
ぎ
た
あ
い
ま
い
で

曲
解
さ
え
あ
つ
た
議
論
も
、
こ
れ
で
す
つ
き
り
し
た
形
で
解
決
で
き
る
と
述
べ

て
本
論
文
を
結
ん
で
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
論
文
は
手
形
抗
弁
を
め
ぐ
る
各
種
の
問

題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
、
我
が
国
及
び
ド
イ
ツ
の
判
例
、
学
説
を
き
わ
め
て

丹
念
に
検
討
し
、
そ
の
上
で
論
者
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
論

者
は
手
形
抗
弁
の
問
題
を
単
に
そ
れ
の
み
に
留
め
ず
、
手
形
法
の
構
成
、
更
に

広
く
債
権
法
体
系
と
の
関
連
を
も
考
慮
し
な
が
ら
、
問
題
を
正
し
く
位
置
づ
け

て
検
討
し
て
い
る
た
め
、
手
形
抗
弁
の
論
文
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か

つ
た
着
実
な
構
成
の
上
に
立
つ
て
、
緻
密
な
論
理
を
展
開
L
て
い
る
。
特
に
高

く
評
価
で
き
る
点
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
学
説
が
人
的
抗
弁
と
手
形
法
第
一
七
条

の
関
係
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
つ
た
の
に
対
し
、
論
者
は
人
的
抗

弁
の
う
ち
に
第
一
七
条
の
適
用
さ
れ
る
抗
弁
と
、
そ
れ
以
外
の
抗
弁
と
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
を
精
力
的
に
論
証
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
ま
た
、
本
論
文
を
と
お
し
て
見
ら
れ
る
特
色
は
手
形
抗
弁
に
関
す
る
重
要
問

　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

題
を
ほ
と
ん
ど
洩
れ
な
く
と
り
あ
げ
て
検
討
す
る
と
共
に
、
従
来
の
多
数
説
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
着
実
に
自
説
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
手
形
抗
弁
の
分
類
に
関
し
て
、
手
形
行
為
に
お
け
る
意
思
表
示
の
環
疵
に

関
す
る
抗
弁
は
外
観
法
理
が
働
く
人
的
抗
弁
で
あ
る
が
、
行
為
者
の
無
能
力
、

手
形
の
偽
造
、
変
造
及
び
商
法
第
二
六
五
条
違
反
の
手
形
抗
弁
は
物
的
抗
弁
で

あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
多
数
説
の
根
拠
を
広
く
か
つ
詳
細
に
吟

味
し
た
後
、
な
お
こ
れ
に
従
う
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
結
論
を
う
る
た
め
に
は
、
相
当
長
期
問
に
わ
た
る
検
討
と
手
形
法
に

関
す
る
基
本
的
な
理
解
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
論
者
が
こ
の
二
つ
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
は
随
所
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
周
到
な
準
備
と
克
明
な
分
析
に
よ
つ
て
で
ぎ
上
つ
た
本
論
文

で
は
あ
る
が
、
何
分
に
も
と
り
あ
げ
て
い
る
問
題
は
手
形
法
上
の
難
問
で
あ
る

た
め
、
細
部
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
手
形
抗
弁
の
根
拠
を
文
言
性
と
無
因
性
に
求
め
て
い
る
が
、
両
者
の

そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
な
い
し
適
用
上
の
対
象
の
差
異
に
つ
い
て
、
更
に
明
確
に
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
に
外
観
法
理
が
無
制
限
に
拡
大
さ
れ
る

傾
向
の
あ
る
の
に
対
し
、
論
者
は
そ
の
理
論
の
妥
当
す
べ
ぎ
限
界
の
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
、
こ
れ
を
詳
細
に
論
証
し
た
点
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
そ
の
反
面
、

手
形
債
権
が
手
形
の
設
権
行
為
に
よ
つ
て
成
立
す
る
と
説
明
し
て
い
る
が
、
そ

う
な
る
と
、
論
者
が
創
造
説
で
は
な
く
交
付
契
約
説
の
立
場
を
基
本
と
す
る
と

述
べ
て
い
る
こ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
な
お
多
く
論
ず
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
手
形
法
学
界
に
お
け
る
最
近
の
動
向
を
眺
め
る
と
、
手
形
法
全
般
に
わ
た
る

体
系
書
が
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
数
多
く
の
判
例
に
対
す
る
判
例
研
究
と
、
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学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

こ
れ
に
関
連
し
て
、
二
、
三
の
限
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
研
究
業
績
が
発
表
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
手
形
法
上
の
制
度
を
体
系
的
に
研
究
し
た
研
究

書
の
少
な
い
な
か
で
、
論
者
が
手
形
抗
弁
の
問
題
に
つ
い
て
、
人
的
抗
弁
、
物

的
抗
弁
の
両
面
か
ら
綜
合
的
、
体
系
的
な
研
究
を
行
い
、
こ
こ
に
従
来
の
学
説

に
反
省
を
与
え
る
本
論
文
を
完
成
し
た
こ
と
は
、
高
い
評
価
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
論
者
が
外
国
語
で
あ
る
日
本
語
、
ド
イ
ッ
語
な
ど
の
文
献
を
精
読

し
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
手
形
抗
弁
に
関
す
る
見
解
を
日
本
語
で
表
現
し
た

点
に
も
、
論
者
の
多
年
の
努
力
と
優
れ
た
才
能
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
要
す
る
に
、
本
論
文
に
よ
り
示
さ
れ
た
黄
清
渓
氏
の
学
識
は
、
法
学
博
士

（
慶
懸
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
受
け
る
に
十
分
値
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　
　
　
昭
和
五
一
年
九
月
一
〇
日

　
　
　
　
　
　
　
主
査
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
　
　
法
学
博
士
高
鳥
正
夫

　
　
　
　
　
　
　
副
査
慶
懸
義
塾
大
学
教
授
　
　
法
学
博
士
内
池
慶
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
副
査
慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授
　
　
　
　
津
田
利
治

　
備
考
　
本
学
位
は
、
慶
懸
義
塾
大
学
学
位
規
程
第
三
条
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

七
二
　
　
（
二
二
四
二
）


