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特別記事

特
別
記
事

堀
毅
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

堀
毅
氏
が
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
し
た
も
の
は
、

で
あ
る
。

左
記
の
と
お
り

　
一
、
主
論
文
『
秦
漢
律
の
研
究
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
百
字
詰
原
稿
用
紙
一
三
八
六
枚
）

　
二
、
副
論
文
『
秦
漢
法
制
史
研
究
小
史
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
百
字
詰
原
稿
用
紙
八
九
枚
）

　
主
論
文
は
、
前
記
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
＝
二
八
六
枚
に
お
よ
ぶ
大
著

で
あ
り
、
そ
の
構
成
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
文

凡
例

第
蝉
篇

　
第
一
章
　
雲
夢
秦
簡
の
概
要

　
　
ま
え
が
ぎ

　
　
1
　
秦
簡
発
見
の
経
緯
と
そ
の
概
要

　
　
2
　
中
国
法
制
史
研
究
に
お
け
る
秦
簡
発
見
の
意
義

　
　
む
す
び

　
第
二
章
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
校
勘

　
　
ま
え
が
き

　
　
〈
凡
例
〉

　
　
校
勘
表

　
第
三
章
『
漢
書
』
刑
法
志
考
証

　
　
ま
え
が
き

　
　
ー
　
『
漢
書
』
諸
本
の
由
来
と
諸
家
の
註
に
つ
い
て

　
　
2
　
『
漢
書
』
の
刑
法
志
考
勘
記

　
第
四
章
奉
漢
郷
官
孜

　
　
ま
え
が
き

　
　
ー
　
『
漢
書
』
百
官
表
の
記
事
に
つ
い
て

　
　
2
　
薔
夫
の
由
来
と
そ
の
職
掌

　
　
む
す
び

第
二
篇

　
第
一
章
秦
漢
刑
名
放

　
　
ま
え
が
き

　
　
1
　
問
題
の
所
在

　
　
2
　
秦
簡
に
お
け
る
刑
名
の
概
要

　
　
3
　
秦
漢
に
お
け
る
刑
罰
の
体
系

　
　
む
す
び
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第
二
章
秦
漢
憧
刑
孜

　
　
ま
え
が
き

　
　
1
　
秦
代
血
刑
主
義
の
諸
粗

　
　
2
　
漢
代
血
刑
主
義
の
諸
相

　
　
3
　
秦
漢
時
代
に
お
け
る
「
案
比
」
に
つ
い
て

　
　
む
す
び

　
第
三
章
秦
簡
箔
役
放
ー
『
漢
旧
儀
』
に
お
け
る
刑
罰
規
定
と
衙

　
　
　
　
役
規
定
に
関
す
る
考
察
1

　
　
ま
え
が
き

　
　
1
　
先
学
に
よ
る
解
釈
の
概
要

　
　
2
　
問
題
の
所
在
と
そ
の
検
討

　
　
3
　
漢
代
径
役
年
限
の
由
来

　
　
む
す
び

第
三
篇

　
第
一
章
秦
漢
盗
律
孜

　
　
ま
え
が
き

　
　
1
　
盗
罪
の
諸
相

　
　
2
　
刑
罰
に
つ
い
て

　
　
む
す
び

　
第
二
章
秦
漢
盗
律
放
補
論
ー
秦
漢
時
代
の
物
価
1

　
　
ま
え
が
き

　
　
1
　
漢
代
の
物
価
と
『
九
章
算
術
』

　
　
2
　
戦
国
・
秦
の
物
価
　
そ
の
一

￥

　
　
3
　
戦
国
・
秦
の
物
価
　
そ
の
二

　
　
4
　
『
九
章
算
術
』
に
お
け
る
『
物
価
の
年
代
』

　
　
む
す
び

　
第
三
章
秦
漢
賊
律
孜

　
　
ま
え
が
き

　
　
1
　
秦
簡
に
お
け
る
闘
傷
の
諸
相

　
　
2
　
闘
傷
に
お
け
る
μ
面
目
”
の
意
義

　
　
3
　
秦
漢
律
に
お
け
る
同
害
刑
的
要
素

　
　
む
す
び

第
四
篇

　
第
一
章
漢
律
湖
源
孜

　
　
ま
え
が
き

　
　
1
　
刑
法
志
の
成
立
と
そ
の
研
究

　
　
2
　
刑
法
志
の
構
成
と
そ
の
特
徴

　
　
3
　
班
固
の
法
律
観

　
　
4
　
漢
律
の
湖
源
に
関
す
る
諸
問
題

　
　
む
す
び

　
第
二
章
答
杖
刑
の
変
遷

　
　
ま
え
が
き

　
　
1
　
答
杖
刑
の
沿
革

　
　
2
　
鞠
獄
に
お
け
る
κ
答
杖
”

　
　
　
〔
補
論
一
〕

　
　
　
〔
補
論
二
〕
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む
す
び

第
三
章
唐
律
に
お
け
る
館
二
罪
従
重
”
の
由
来

　
ま
え
が
き

　
1
　
秦
漢
『
法
律
答
問
』
に
お
け
る
一
案
件

　
2
　
“
二
罪
従
重
”
の
原
則
に
つ
い
て

　
　
〔
補
論
〕

　
む
す
び

　
秦
漢
法
制
史
の
研
究
は
、
居
延
・
武
威
な
ど
中
国
西
睡
に
お
け
る
漢
簡

の
出
現
．
な
か
ん
ず
く
、
一
九
七
五
年
、
湖
北
省
雲
夢
県
睡
虎
地
所
在
の

秦
墓
か
ら
彩
し
い
竹
簡
の
出
土
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
大
な
転
機
を
来

た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
漢
初
に
「
九
章
律
」
と
称
す

る
法
典
の
存
し
た
こ
と
は
、
史
書
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
て
も
、
早

く
亡
伏
し
て
伝
わ
ら
ず
．
た
め
に
南
宋
の
王
応
麟
，
清
末
の
藤
允
升
、
沈

家
本
、
今
世
紀
に
入
っ
て
は
、
程
樹
徳
、
浅
井
虎
夫
或
い
は
国
島
ω
ま
等

に
ょ
っ
て
そ
の
招
捷
が
試
み
ら
れ
．
そ
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
と
は
い
っ
て
も
、
秦
代
法
に
至
っ
て
は
、
戦
国
李
慢
の

法
経
を
受
け
て
．
成
文
の
法
典
の
存
し
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
に
し
て
も
、

そ
の
内
容
と
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
窺
い
知
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
状
態
で

あ
っ
た
。
雲
夢
秦
簡
の
出
現
は
、
秦
に
も
「
律
」
と
称
す
る
法
典
の
存
し

た
こ
と
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
先
学
の
血
の
に
じ
む
が
如
ぎ
努
力
に
よ

っ
て
、
そ
の
存
在
を
確
認
さ
れ
た
漢
律
伏
文
條
々
の
数
に
も
優
る
秦
律
條

々
を
、
学
者
の
研
究
に
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
．

　
請
求
者
堀
毅
氏
は
、
こ
の
機
運
に
め
ぐ
ま
れ
て
、
秦
漢
律
の
研
究
に
挑

み
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
成
果
を
挙
げ
て
来
た
が
、
そ
れ
等
を
集
大
成

し
た
も
の
が
、
「
秦
漢
律
の
研
究
」
と
題
す
る
本
主
論
文
で
あ
る
。

　
堀
氏
は
．
ま
ず
、
史
料
そ
の
も
の
の
基
礎
的
検
討
か
ら
研
究
活
動
を
す

す
め
た
。
蓋
し
、
法
史
学
研
究
に
お
い
て
、
史
料
そ
の
も
の
の
文
献
学
的

検
討
こ
そ
は
、
避
け
て
通
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
途
と
自
ら
知
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
本
論
文
の
第
一
篇
は
、
そ
の
成
果
を
盛
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
に

他
な
ら
ず
、
苦
心
と
努
力
の
惨
憺
た
る
も
の
が
あ
る
．

　
ま
ず
、
第
一
章
雲
夢
秦
簡
の
概
要
は
、
そ
の
出
土
か
ら
整
理
、
公
表
に

至
る
経
緯
を
概
述
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
第
二
章
「
睡
虎
地
秦
簡
」

の
校
勘
は
、
整
理
に
任
じ
た
中
国
社
会
科
学
院
の
最
終
報
告
書
と
い
う
べ

き
該
書
の
、
綿
密
な
校
勘
を
と
げ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
秦
簡
は
、
出
土
の
時
点
に
お
い
て
、
個
々
の
竹
簡
を
綴
る
紐
は
既

に
腐
蝕
し
、
ぽ
ら
ば
ら
の
状
態
に
あ
っ
た
も
の
を
．
厳
密
な
考
古
学
的
操

作
と
内
容
の
整
理
解
読
の
作
業
を
通
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
つ
づ
き
あ
い
を
確

定
し
、
か
く
し
て
得
ら
れ
た
も
の
を
寄
5
ぎ
ま
ω
と
し
て
示
す
と
と
も

に
、
ほ
ん
ら
い
隷
書
体
で
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
．
今
日
通
行
の
簡
字
体

に
写
し
か
え
る
体
を
も
っ
て
、
該
書
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
副
査
島
田
正

郎
は
、
堀
氏
に
対
し
，
簡
字
体
を
本
字
体
に
写
し
か
え
、
そ
の
過
程
で
、

隷
書
体
と
の
厳
密
な
照
合
を
と
げ
る
べ
き
こ
と
を
す
す
め
、
か
く
し
て
得

ら
れ
た
の
が
本
校
勘
に
他
な
ら
な
い
．
本
章
中
に
「
筆
者
の
責
に
帰
す
る

本
」
と
あ
る
の
は
、
か
く
し
て
得
ら
れ
た
も
の
を
、
島
田
主
編
の
「
中
国

法
制
史
料
』
第
二
輯
第
一
冊
に
、
堀
氏
の
名
を
冠
し
て
収
め
た
も
の
を
い
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い
．
幾
つ
か
の
隷
書
体
か
ら
の
書
き
写
し
に
誤
り
の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、

こ
れ
を
明
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
等
は
概
ね
正
鵠
を
得
て
い
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
。
そ
れ
よ
り
も
堀
氏
は
、
こ
の
過
程
で
、
「
法
律
答
間
」
と
「
封

診
式
」
と
が
、
特
に
法
史
の
上
で
重
要
史
料
で
あ
る
と
し
、
前
者
を
も
っ

て
後
代
の
唐
律
疏
議
中
に
見
え
る
問
答
の
祖
形
で
あ
る
と
し
、
後
者
を
も

っ
て
犯
罪
の
事
実
関
係
か
ら
犯
人
の
逮
捕
、
審
訊
の
手
続
を
内
容
と
す
る

も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
、
従
来
、
「
口
辞
に
か
え
る
書
」
と
解
さ

れ
て
い
た
「
愛
書
」
を
「
裁
判
上
の
記
録
」
と
解
す
る
考
え
を
示
す
に
至

っ
て
い
る
．
こ
の
考
え
は
、
本
論
文
の
第
二
篇
以
降
に
お
い
て
、
秦
漢
律

の
内
容
お
よ
び
そ
の
実
効
性
に
つ
い
て
論
ず
る
際
の
有
力
な
擦
所
と
も
な

っ
て
い
る
。
そ
の
凡
て
が
直
ち
に
大
方
の
承
認
を
得
難
い
に
し
て
も
、
十

分
一
説
た
る
に
値
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
第
三
章
は
、
漢
律
研
究
の
基
本
史
料
と
い
う
べ
き
漢
書
刑
法
志
に
つ
い

て
、
従
来
宋
版
を
底
本
と
す
る
諸
本
の
校
合
が
主
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

堀
氏
は
、
評
臣
9
将
来
の
敦
煙
遺
書
中
に
存
す
る
唐
代
抄
本
、
す
な
わ
ち

現
存
諸
本
中
の
最
古
の
本
と
の
校
合
を
試
み
た
も
の
で
．
そ
れ
は
．
本
文

の
み
な
ら
ず
注
に
及
ぶ
詳
密
な
も
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
本
論
文
引

用
の
同
志
は
、
凡
て
こ
の
校
合
を
経
た
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
間
、

特
に
堀
民
が
、
顔
師
古
注
の
価
値
に
及
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
、
頗
る
傾
聴

に
値
す
る
も
の
と
評
価
し
て
よ
い
。

　
第
四
章
は
、
秦
漢
官
制
上
の
獄
訟
担
当
官
に
論
及
し
た
も
の
で
．
固
よ

り
第
二
篇
以
降
の
研
究
の
前
提
に
資
そ
う
と
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
本
論
文
の
他
に
も
堀
氏
は
、
史
料
そ
の
も
の
の
文
献
学
的
研
究
の
分
野

で
、
い
く
つ
か
の
業
績
を
お
さ
め
て
い
る
。
な
か
で
も
．
一
九
七
三
年
．

島
田
が
在
台
北
の
中
央
研
究
院
傅
斯
年
図
書
館
の
未
整
理
文
献
中
か
ら
、

既
に
早
く
庚
子
拳
匪
の
乱
に
所
在
を
失
し
た
と
さ
れ
て
い
た
醇
允
升
「
漢

律
輯
存
」
の
稿
本
を
発
見
し
、
こ
れ
を
巨
震
o
占
ゴ
と
し
て
持
ち
帰
っ
た

と
き
、
そ
の
依
嘱
に
応
じ
て
、
整
理
と
依
擦
し
た
原
典
と
の
校
合
に
従
い
、

多
く
の
書
入
れ
や
複
雑
な
貼
紙
の
あ
る
原
稿
を
整
理
し
再
生
せ
し
め
た
の

み
で
な
く
、
沈
家
本
「
漢
律
撫
遺
」
と
の
対
照
表
を
作
製
す
る
事
業
を
な

し
と
げ
た
。
島
田
は
、
堀
氏
の
名
を
冠
し
て
、
こ
れ
を
自
輯
の
「
中
国
法

制
史
料
」
第
二
輯
に
収
め
た
の
で
あ
る
が
、
堀
氏
の
努
力
は
、
広
く
学
界

に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
論
文
第
二
篇
第
一
章
に
お

い
て
、
漢
律
に
は
国
初
の
旧
律
と
文
帝
の
新
律
と
の
二
者
が
あ
っ
た
と
す

る
注
目
す
べ
き
新
説
を
提
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
動

機
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
醇
允
升
の
「
輯
存
」
が
、
沈
家
本

の
「
捷
遣
」
の
唐
律
篇
目
に
従
っ
て
伏
文
を
按
排
し
た
の
と
異
な
っ
て
、

伏
文
を
年
代
順
に
配
列
し
た
と
こ
ろ
か
ら
獲
た
着
想
に
由
来
す
る
と
い
っ

て
よ
く
．
こ
の
種
の
作
業
が
法
史
の
研
究
に
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
を
端

的
に
示
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
勿
論
こ
の
間
に
、
堀
氏
は
多
く

の
先
行
論
文
を
熟
読
玩
味
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
等
凡
て
が
、
第
二

篇
以
降
に
お
け
る
問
題
把
握
に
、
ど
れ
程
役
立
ち
得
た
か
測
り
知
れ
な
い

程
の
も
の
が
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
種
の
研
究
は
、
労
の
み
多
く
し
て
、
そ
の
割
に

は
功
の
少
な
い
分
野
と
い
わ
ざ
る
を
得
ぬ
。
堀
氏
の
試
み
た
方
法
が
首
肯

し
得
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
果
し
て
．
既
存
な
ら
び
に
新
出
の
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資
料
を
し
て
、
ど
れ
程
本
来
の
姿
に
立
ち
戻
ら
せ
る
こ
と
を
得
せ
し
め
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
以
上
の
作
業
の
積
み
重
ね
に
よ
り
．

堀
氏
は
、
新
出
の
秦
簡
の
正
し
い
判
読
の
仕
様
、
な
ら
び
に
亡
侠
に
帰
し

て
い
る
漢
律
に
つ
い
て
の
先
人
の
招
拡
の
成
果
で
あ
る
断
簡
隻
句
の
現
存

状
況
、
お
よ
び
今
日
に
至
る
各
国
の
学
人
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
，
最
も

詳
し
く
か
つ
正
確
な
知
識
を
持
つ
研
究
者
の
少
な
く
と
も
一
人
と
目
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。
今
後
と
も
、
こ
の
種
の
基
礎
的
作
業
の
分
野
で
も
、

一
段
の
精
進
を
重
ね
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
史
料
そ
の
も
の
の
文
献
学
的
検
討
が
．
法
史
学
研
究
に
お
い
て
ど
れ
程

重
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
所
詮
そ
れ
は
学
問
研
究
の
前
提
で

し
か
な
い
。
こ
の
点
に
自
ら
も
気
づ
い
た
堀
氏
は
、
以
上
の
第
一
篇
に
ま

と
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
獲
た
知
識
を
駆
使
し
て
、
い
く
つ
か
の
専
題
を

選
び
．
精
緻
な
実
証
に
基
づ
く
所
論
を
展
開
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
、
以
下
の
第
二
、
三
、
四
の
各
篇
に
収
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

り
、
な
か
ん
ず
く
、
第
二
、
三
の
両
篇
所
収
の
各
章
こ
そ
が
、
本
論
文
の

主
論
文
と
い
う
に
値
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
第
二
篇
は
、
律
の
い
わ
ば
通
則
的
規
定
と
も
称
す
べ
き
分
野
を
対
象
と

し
て
．
二
つ
の
課
題
（
第
一
章
に
お
け
る
刑
罰
の
種
類
と
、
第
二
章
に
お
け
る
老

少
な
ど
に
対
す
る
刑
の
緩
減
）
、
お
よ
び
こ
れ
を
補
う
一
つ
の
課
題
（
第
三
章

に
お
け
る
「
年
五
十
六
免
」
の
解
釈
）
に
挑
ん
だ
も
の
か
ら
成
る
。

　
第
一
章
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
専
ら
漢
旧
儀
・
漢
書
刑
法
志
に
擦
ら

ざ
る
を
得
ず
、
し
か
も
両
者
間
に
矛
盾
の
少
な
く
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
十

分
な
解
明
の
と
げ
ら
れ
て
い
な
い
点
を
つ
き
、
新
出
の
秦
簡
と
対
置
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
先
に
も
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
漢
代
法
に
は
、
秦
律

を
継
承
し
た
旧
律
と
、
文
帝
の
改
革
に
よ
る
新
律
と
の
両
者
が
あ
っ
た
と

す
る
新
説
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
全
体
が
緻
密
な
実
証
に

支
え
ら
れ
て
い
て
、
頗
る
説
得
力
の
あ
る
所
論
を
展
開
し
て
お
り
、
正
に

新
説
と
い
う
に
値
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
個
々
の
刑
名
の
分
析
に

お
い
て
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
点
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
史
料
の

不
足
に
も
基
づ
く
と
は
思
う
が
、
廷
臣
間
の
論
議
、
或
い
は
、
紀
伝
に
散

見
す
る
科
刑
の
事
例
な
ど
に
も
検
討
が
及
ん
で
い
た
な
ら
ぽ
、
一
層
所
論

を
補
強
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
惜
し
ま
れ
る
。

　
第
二
章
は
、
老
少
・
婦
女
・
有
疾
者
に
し
て
罪
を
犯
し
た
場
合
、
一
般

壮
丁
に
お
け
る
よ
り
、
刑
の
緩
減
が
な
さ
れ
て
い
る
事
情
を
、
主
と
し
て

法
思
想
上
の
見
地
か
ら
論
じ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
．
一
般
に
は
こ
れ
を
刑

法
上
の
責
任
能
力
の
視
点
か
ら
論
ず
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
を
憧
刑
思
想

と
い
う
法
思
想
上
の
視
点
か
ら
捉
え
、
秦
と
漢
と
の
問
に
お
け
る
違
い
を

論
じ
た
類
の
稀
な
所
論
か
ら
成
り
、
お
わ
り
に
秦
漢
案
比
の
相
違
に
及
ん

で
、
戸
口
調
査
に
、
秦
で
は
人
の
身
長
に
よ
っ
て
い
て
年
齢
に
基
づ
か
な

い
事
実
を
挙
げ
て
、
所
論
の
補
強
に
役
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
．

後
者
が
前
者
の
補
強
た
り
得
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
も
あ
り
、
興
味
あ
る

所
論
に
は
違
い
な
い
が
、
果
し
て
大
方
の
承
認
を
求
め
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
三
章
は
、
漢
旧
儀
に
見
え
る
「
年
五
十
六
免
」
に
対
し
、
従
来
こ
れ

を
「
揺
役
免
除
規
定
」
・
『
刑
罰
免
除
規
定
」
と
す
る
相
異
な
る
見
解
が
あ

っ
た
が
、
以
上
の
先
人
の
論
争
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
を
前
者
に
他
な
ら

な
い
と
論
証
し
、
進
ん
で
「
年
五
十
六
免
倍
役
」
の
事
由
に
及
ん
だ
、
頗
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る
精
緻
な
所
論
を
展
開
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
、
恐
ら
く
こ
の
論
争
に
終

止
符
を
打
つ
に
足
る
所
論
と
い
っ
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
篇
は
．
律
の
い
わ
ぽ
各
論
的
規
定
と
い
う
べ
き
分
野
を
対
象
と
し

て
、
三
つ
の
課
題
に
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
成
る
。
こ
こ
で
堀

氏
は
、
盗
－
他
人
の
財
物
に
対
す
る
侵
害
行
為
；
と
、
賊
－
他
人
の
生
命

・
身
体
に
対
す
る
加
害
行
為
1
と
を
．
特
に
対
象
と
L
て
選
び
出
し
、
そ

の
事
由
と
し
て
、
以
上
両
者
こ
そ
が
犯
罪
の
主
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
と
し
、
さ
ら
に
、
李
怪
の
法
経
が
、
盗
・
賊
の
二
篇
を
六
篇
の
首
お
よ

び
そ
の
次
に
配
し
た
の
も
、
以
上
の
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
す

る
考
え
を
示
し
て
い
る
。

　
第
一
章
は
、
秦
漢
両
律
の
盗
條
を
対
象
と
し
て
、
同
種
同
量
の
物
に
対

す
る
侵
害
で
あ
っ
て
も
、
罪
犯
の
地
位
や
身
分
、
或
い
は
行
為
の
態
様
な

ど
に
よ
っ
て
、
刑
罰
の
種
類
や
程
度
を
異
に
す
る
事
情
を
、
一
般
的
・
原

則
的
な
面
か
ら
論
証
し
た
上
で
、
以
上
の
諸
条
件
を
前
提
と
し
て
、
盗
腋

と
刑
罰
と
の
対
応
を
、
可
能
な
限
り
具
体
的
に
示
そ
う
と
試
み
た
と
こ
ろ

の
も
の
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
人
の
財
物
の
侵
害
と
い
う

行
為
だ
け
に
よ
っ
て
盗
罪
が
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
そ
の
も
の
の

態
様
（
強
劫
と
倫
窃
な
ど
）
と
．
客
体
と
さ
れ
る
物
の
種
類
・
数
量
・
性
質

な
ど
を
、
具
体
的
・
個
別
的
に
捕
捉
し
．
か
つ
、
主
体
と
客
体
の
身
分
や

地
位
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
刑
罰
を
科
す
仕
組
に
な
っ

て
い
る
事
情
を
論
証
し
た
、
極
め
て
精
緻
に
し
て
迫
力
に
富
む
所
論
を
展

開
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
旧
中
国
法
の
盗
罪
に
お
い
て
、
計
賊
量
刑
と

い
う
科
刑
の
原
則
が
、
秦
律
に
お
い
て
既
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
、
見

事
に
実
証
し
遂
げ
た
注
目
に
値
す
る
所
論
と
認
め
ら
れ
る
．

　
第
二
章
は
、
以
上
第
一
章
を
補
う
も
の
で
、
盗
罪
の
科
刑
が
計
鰍
量
刑

を
た
て
ま
え
と
し
，
し
か
も
．
実
際
に
は
現
銭
が
客
体
と
さ
れ
る
場
合
は

寧
ろ
少
な
く
．
多
く
は
器
物
・
衣
類
・
家
畜
な
ど
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

既
存
の
文
献
的
史
料
か
ら
新
出
の
簡
積
史
料
を
広
く
渉
猟
し
て
、
凡
そ
七

十
種
類
の
貨
財
の
物
価
を
算
出
し
、
計
賊
量
刑
の
理
解
に
役
立
て
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
着
想
と
し
て
興
味
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、

秦
漢
凡
そ
五
百
年
ぽ
か
り
を
、
主
と
し
て
前
漢
初
の
数
学
書
た
る
「
九
章

算
術
」
を
基
準
と
し
て
算
出
し
た
点
、
史
料
が
乏
し
い
故
已
む
を
得
な
い

と
い
う
ぺ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
寧
ろ
考
古
史
料
の
援
用
が
な
さ
れ
て
然

る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
度
量
衡
基
準
の
算
定
に

も
、
些
か
科
学
技
術
史
分
野
の
近
業
を
看
過
し
た
憾
み
な
し
と
い
え
な
い
。

　
第
三
章
は
、
賊
律
の
分
野
か
ら
、
特
に
闘
殴
傷
條
、
す
な
わ
ち
、
争
い

の
過
程
で
惹
き
起
さ
れ
る
、
一
方
の
他
方
へ
の
殿
傷
に
か
か
る
條
項
を
選

び
、
こ
こ
で
も
、
加
害
の
手
段
、
お
よ
び
加
害
の
部
位
・
程
度
を
、
具
体

的
・
個
別
的
に
観
察
し
．
そ
れ
ぞ
れ
に
応
ず
る
刑
罰
を
科
す
と
す
る
事
情

に
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
、
旧
中
国
法
の
傷
害
罪
成
立
の
要
件
に
お
い
て

特
色
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
．
既
に
秦
律
に
お
い
て
ほ
ぽ
確
立
す
る

ま
で
に
至
っ
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
頭
髪
や

顔
面
に
対
す
る
加
害
の
重
視
さ
れ
て
い
る
事
情
か
ら
、
中
国
人
の
「
面

子
」
の
問
題
に
及
び
、
＞
9
ω
昌
器
等
の
論
著
な
ど
を
引
い
て
、
中
国
人

の
性
格
に
論
を
進
め
て
い
る
の
に
は
、
興
味
は
惹
か
れ
る
と
は
い
う
も
の

の
、
寧
ろ
、
個
別
的
・
具
体
的
に
事
物
を
観
察
す
る
、
或
い
は
そ
う
い
う
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立
場
か
ら
し
か
観
察
し
よ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
中
国
人
の
思
惟
の

仕
方
に
切
り
込
ん
で
い
っ
た
方
が
、
抽
象
的
・
概
念
的
に
事
物
を
捉
え
る

捉
え
方
に
熟
さ
な
い
中
国
人
の
特
性
の
究
明
に
役
立
ち
、
従
っ
て
旧
中
国

法
の
性
格
の
理
解
に
資
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
．

　
堀
氏
は
、
ま
た
、
こ
の
章
に
お
い
て
、
旧
中
国
刑
法
の
同
害
刑
思
想
の

有
無
に
も
論
を
進
め
、
先
人
の
論
争
の
対
立
点
に
踏
み
込
ん
で
、
「
あ
り
」

と
す
る
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
是
認
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
と
は
い
え
る
も
の
の
、
こ
の
論
争
に
終
止
符
を
打
ち
得

る
よ
う
な
強
固
な
立
論
と
は
認
め
難
い
。

　
総
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
堀
氏
は
、
自
己
の
専
攻
す
る
分
野
に
お
い
て

は
、
頗
る
精
緻
な
実
証
に
基
づ
く
所
論
を
展
開
し
、
提
示
さ
れ
る
新
見
解

を
甚
だ
説
得
力
あ
る
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

堀
氏
は
か
か
る
面
だ
け
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
進
ん
で
自
己
の
見
解
を

中
国
法
史
な
い
し
中
国
史
一
般
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
や
や
準
備
不
足
の
感
を
免
れ
な
い
。
寧
ろ
退
い
て
自
己
の

分
野
に
沈
潜
し
、
実
証
の
積
み
重
ね
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
と

し
て
中
国
法
史
な
い
し
は
中
国
史
一
般
の
な
か
に
、
自
己
の
研
究
成
果
が

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
を
期
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
第
四
篇
は
、
中
国
法
の
継
承
性
に
か
か
わ
る
問
題
を
対
象
と
す
る
三
つ

の
章
か
ら
な
り
、
全
体
と
し
て
秦
・
漢
の
両
律
を
中
国
法
史
の
体
系
の
中

に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
と
認
め
ら
れ
る
。

　
ま
ず
第
一
章
は
、
漢
律
の
棚
源
に
か
か
わ
る
問
題
を
取
り
上
げ
、
先
に

述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
堀
氏
は
、
旧
漢
律
（
文
帝
の
改
革
に
よ
り
成

立
し
た
と
す
る
新
漢
律
に
対
す
る
呼
称
と
さ
れ
る
）
が
、
秦
律
の
影
響
下
に
成

っ
た
も
の
で
あ
る
と
L
、
秦
律
は
戦
国
魏
の
李
僅
法
経
の
影
響
下
に
あ
る

と
し
、
こ
れ
ま
で
多
分
に
説
話
的
要
素
を
含
む
も
の
と
し
て
、
そ
の
存
在

を
疑
間
視
す
る
者
の
少
な
か
ら
ず
存
し
た
の
に
対
し
、
そ
の
実
在
性
を
論

証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
説
た
り
得
よ
う
と
は
い
え
て
も
、
必

ず
し
も
説
得
力
に
富
む
所
論
と
は
な
し
難
い
。

　
第
二
章
は
．
唐
律
に
お
い
て
大
成
さ
れ
た
と
す
る
答
・
杖
の
両
刑
の
起

源
を
．
漢
の
文
帝
の
改
革
時
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
か
ら
成
っ
て
い
る
．

　
第
三
章
は
．
唐
律
に
お
い
て
、
犯
罪
競
合
の
場
合
、
併
科
主
義
に
挨
ら

ず
、
吸
収
主
義
に
よ
る
と
す
る
通
則
的
規
定
の
来
源
を
、
秦
・
漢
の
両
律

に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
．

　
以
上
の
三
章
は
、
や
や
精
緻
さ
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
は
な
い
が
、

寧
ろ
現
時
点
に
お
い
て
は
、
こ
れ
等
を
序
説
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
近
年
、
唐
律
條
々
の
湖
源
に
関
す
る
研
究
は
、

学
界
の
共
通
の
関
心
事
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
堀
氏

も
ま
た
、
こ
れ
に
加
わ
ろ
う
と
す
る
意
図
を
明
確
に
表
明
し
よ
う
と
し
た

も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
堀
氏
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
如
く
、
多
大
な
る
努
力
を
重
ね
て
、
秦
・

漢
両
律
に
関
す
る
新
史
料
を
、
既
に
相
当
の
程
度
ま
で
咀
噛
し
得
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
律
そ
の
も
の
の

厳
密
な
研
究
の
土
台
の
上
に
進
め
ら
れ
て
来
た
従
来
の
研
究
お
よ
び
研
究

者
と
は
別
の
境
地
か
ら
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に

一
層
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
．
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以
上
の
内
容
か
ら
成
る
本
論
文
は
、
そ
の
主
要
な
部
分
（
基
礎
史
料
の
文

献
学
的
検
討
を
試
み
た
第
一
篇
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
第
二
、
三
両
篇
）
に
つ
い

て
い
う
と
、
そ
の
精
緻
極
ま
る
実
証
を
土
台
と
し
て
組
み
た
て
ら
れ
た
幾

つ
か
の
新
説
を
開
示
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
な
っ
て
お
り
、
よ
し
そ
れ

が
、
直
ち
に
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
に
凡
て
が
連
ら
な
ら
な
い
と
は
い
っ

て
も
、
そ
の
何
れ
も
が
一
説
た
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
何
人

と
難
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
限
ら
れ
た
史
料
に
よ
ら
ざ
る
を

得
ず
．
し
か
も
補
助
的
史
料
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
面
の
乏
し
く
．
そ
の

上
、
中
国
法
史
研
究
に
お
い
て
必
ず
し
も
進
ん
だ
分
野
と
は
称
し
得
な
い

秦
漢
法
制
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
厳
密
な
実
証
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
限
り
、
た
と
え
そ
れ
が
、
推
論
を
含
む
と
し
て
も
積
極
的
に
自
己
の
所

説
を
開
陳
し
、
相
互
に
論
駁
を
重
ね
る
と
こ
ろ
か
ら
次
の
展
開
が
な
さ
れ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
文
は
、
正
し
く
学
界
に
新
風
を
吹
き
込
ん

だ
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
意
味
で
学
界
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
多
大
と

認
め
ら
れ
る
。
（
な
お
、
副
論
文
「
秦
漢
法
制
史
研
究
小
史
」
は
．
先
学
の
研
究

を
跡
づ
け
、
今
後
の
研
究
の
方
途
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
既
に
主
論
文
の
審

査
に
お
い
て
こ
れ
に
言
及
し
た
の
で
、
本
報
告
で
は
敢
え
て
省
略
す
る
こ
と
と
す

る
。
）

　
以
上
、
堀
毅
氏
の
学
位
請
求
論
文
を
審
査
し
た
結
果
、
審
査
員
一
同
、

同
氏
は
、
そ
の
請
求
に
か
か
る
法
学
博
士
（
慶
懸
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授

与
さ
れ
る
に
相
当
と
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
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