
Title 所功氏学位請求論文審査報告
Sub Title
Author

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1987

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.60, No.3 (1987. 3) ,p.131- 136 

JaLC DOI
Abstract
Notes 特別記事
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19870328-0131

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


特別記事

所

功
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

所
功
氏
の
学
位
請
求
論
文
は
、
左
の
一
篇
で
あ
る
。

『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』
。

一

　
儀
式
な
る
書
は
、
奈
良
平
安
時
代
に
お
い
て
、
律
令
格
式
と
と
も
に
重

ん
ぜ
ら
れ
た
書
籍
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
天
皇
を
中
心
と
し
て
、
君
臣
が
協

同
し
て
と
り
行
う
政
務
達
成
を
目
的
と
す
る
法
規
範
を
集
成
せ
る
法
典
で

あ
っ
た
。
而
し
て
、
こ
れ
等
の
書
は
．
古
代
中
国
に
お
い
て
、
「
礼
」
と

称
さ
れ
た
規
範
が
、
律
令
格
式
と
平
行
し
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
に
倣
い
、

日
本
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
期
は
、
恐
ら
く
は
推
古
朝

に
遡
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
律
令
は
基
本
法
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
公
の
場
面
に
お
け
る
政
務
遂
行
方

法
に
つ
い
て
は
、
事
の
大
体
を
定
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
儀
式
、

即
ち
朝
儀
に
つ
い
て
の
詳
細
を
定
め
る
規
式
な
く
し
て
は
、
そ
れ
を
政
治

の
場
に
お
い
て
具
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　
奈
良
平
安
時
代
の
法
制
の
研
究
に
お
い
て
、
儀
式
の
書
を
無
視
す
る
こ

と
は
．
あ
た
か
も
龍
を
画
い
て
、
眼
を
入
れ
ざ
る
に
等
し
い
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
儀
式
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
、
今
日
甚
だ
し
く
た
ち
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遅
れ
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
応
仁
、
文
明
の
大
乱
に
よ

っ
て
、
宮
中
、
或
い
は
公
卿
の
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
多
く
の
儀
式
書
が

焼
失
し
、
今
日
首
尾
一
貫
し
て
伝
来
せ
る
も
の
が
殆
ど
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
第
二
の
理
由
は
，
残
存
せ
る
儀
式
書
と
い
え
ど
も
、
書
き
入
れ
、

頭
書
等
、
著
者
自
身
及
ぴ
後
人
の
加
筆
と
お
ぽ
し
ぎ
部
分
が
多
く
、
そ
の

成
立
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
す
ら
困
難
な
場
合
が
多
い
故
で
あ
る
。

　
テ
キ
ス
ト
研
究
が
充
分
に
行
わ
れ
な
い
限
り
、
当
該
史
料
を
使
用
し
て

論
を
展
開
し
え
な
い
こ
と
は
、
政
治
史
、
法
制
史
を
問
わ
ず
同
じ
で
あ
る
。

か
つ
て
の
幕
末
、
明
治
初
年
の
有
職
故
実
の
学
は
、
か
か
る
基
本
的
な
誤

り
を
犯
し
、
式
条
の
非
歴
史
的
解
釈
に
没
頭
し
、
遂
に
は
万
巻
の
研
究
書

が
、
こ
と
ご
と
く
砂
上
の
楼
閣
に
堕
し
た
こ
と
は
、
覆
車
の
戒
め
と
し
て
、

後
学
の
忘
却
し
え
な
い
処
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
従
っ
て
、
今
目
、
儀
式
に
関
す
る
諸
書
の
基
礎
的
研
究
を
進
め
る
こ
と

は
、
法
制
史
家
に
と
っ
て
も
、
緊
要
の
こ
と
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
と

考
え
る
。
本
著
作
は
、
ま
さ
に
か
か
る
要
望
の
一
端
を
達
成
す
る
も
の
で

あ
り
、
著
者
が
、
各
地
の
図
書
館
を
歴
訪
し
て
、
よ
り
良
き
写
本
を
あ
さ

り
、
応
仁
文
明
以
前
に
成
っ
た
典
籍
よ
り
、
儀
式
諸
条
の
逸
文
を
招
撫
し
、

更
に
、
そ
の
記
載
内
容
を
比
較
し
て
、
当
代
儀
式
書
の
成
立
時
期
、
編
者

等
の
確
定
に
つ
と
め
、
進
ん
で
そ
れ
を
当
代
政
情
に
関
連
づ
け
て
考
証
を

行
っ
た
こ
と
は
、
こ
と
ご
と
く
現
在
の
法
史
学
界
に
．
多
大
な
る
便
益
を

も
た
ら
し
う
る
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
を
評
価
し
う
る
の
で
あ
る
。

二

　
本
論
考
の
内
容
は
、
次
の
四
部
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
．
そ
の
一
は
、

多
少
の
欠
損
は
み
と
め
ら
れ
る
が
、
と
に
か
く
、
そ
の
大
半
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
儀
式
書
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
か
か
る
儀
式
書

に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
別
的
行
事
の
内
容
研
究
で
あ
り
、
そ
の
三
は
、
儀

式
と
重
要
な
る
関
係
を
も
つ
年
中
行
事
の
書
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
り
、

そ
の
四
は
、
原
本
が
散
逸
し
、
現
存
し
て
い
な
い
儀
式
関
係
書
の
復
原
、

並
び
に
未
刊
史
料
の
紹
介
等
々
で
あ
る
。

　
以
下
各
篇
、
各
章
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
研
究
成
果
を
中
心
と
し
て
、

こ
れ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
第
一
篇
、
第
一
章
は
、
平
安
前
期
に
成
っ
た
勅
撰
儀
式
書
の
一
つ
「
内

裏
式
」
を
め
ぐ
っ
て
の
考
証
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
書
成
立
の
経
緯
、
そ

れ
と
類
似
の
内
容
を
も
つ
疑
問
の
書
「
内
裏
儀
式
」
と
の
関
係
、
原
「
内

裏
式
」
欠
損
部
分
の
復
原
等
が
、
そ
の
考
察
の
対
象
と
し
て
と
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
右
の
考
察
の
中
、
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
「
内
裏
儀
式
」
な
る
一
書

を
以
て
、
弘
仁
九
年
頃
よ
り
十
一
年
の
時
期
に
お
い
て
、
奈
良
時
代
よ
り

の
個
々
の
儀
式
文
を
集
成
せ
る
も
の
に
擬
し
、
進
ん
で
そ
れ
を
「
内
裏

式
」
編
纂
に
際
し
て
の
資
料
集
と
仮
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
審
査
員
中
の

利
光
は
、
か
つ
て
「
令
集
解
」
な
る
書
を
以
て
、
天
長
年
間
に
な
っ
た

「
令
義
解
」
の
編
纂
資
料
を
転
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
提
出

し
た
こ
と
が
あ
る
。
著
者
の
推
論
は
、
こ
の
種
の
慣
例
が
、
平
安
初
期
に

お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
、
右
の
考
察
を
補
強
す
る
材

料
と
も
な
し
う
る
と
思
う
。
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次
に
、
「
内
裏
式
」
自
体
の
問
題
と
し
て
は
、
二
十
篇
に
及
ぶ
現
存
本

に
存
在
し
な
い
編
目
名
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
逸
文
の
存
在
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
現
存
本
の
倍
近
い
原
「
内
裏

式
」
の
体
裁
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
弘
仁
期
に
お
け
る
法

典
編
纂
の
盛
事
を
推
量
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
は
、
今
日
単
に
「
儀
式
」
な
る
名
称
の
下
に
伝
え
ら
れ
て
い
る

一
書
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
追
改
が
あ
る
こ
と
を

認
め
た
上
で
、
「
貞
観
儀
式
」
そ
の
も
の
と
考
え
、
更
に
、
そ
の
内
容
よ

り
推
量
し
て
逸
書
「
延
喜
儀
式
」
な
る
も
の
は
、
本
書
の
一
部
に
対
し
て
、

多
少
の
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
よ
う

　
な
お
、
こ
の
考
証
の
過
程
に
お
い
て
、
著
者
は
、
「
鴨
脚
秀
文
氏
旧
蔵

文
書
」
よ
り
、
確
定
的
に
「
延
喜
儀
式
」
の
逸
文
と
み
ら
れ
る
も
の
を
指

示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
近
時
の
同
儀
式
不
存
在
説
を
否
認
す
る
積
極
的

証
拠
の
発
見
と
し
て
注
目
す
ぺ
ぎ
こ
と
ど
も
で
あ
る
。

　
第
三
章
は
、
源
高
明
の
手
に
な
る
「
西
宮
記
」
の
研
究
で
あ
る
。
即
ち
、

本
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
半
が
高
明
が
最
も
官
界
に
お
い
て
勇
飛
し
て

い
た
天
徳
、
応
和
の
頃
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
後
の
修

正
は
、
高
明
自
身
の
も
の
は
、
比
較
的
少
数
で
あ
る
こ
と
等
が
考
証
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
書
誌
学
的
研
究
と
、
安
和
の
変
を
中
心
と
す
る
政

治
史
的
考
察
と
の
巧
み
な
結
合
が
見
出
さ
れ
て
注
目
に
価
い
す
る
。

　
次
に
、
本
章
の
考
証
は
、
続
い
て
現
存
の
「
西
宮
記
」
十
巻
本
に
及
び
、

本
書
に
つ
い
て
は
原
編
者
の
廃
後
、
約
三
十
年
を
経
て
、
相
当
な
修
訂
が

加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
更
に
、
そ
こ
に
附
さ
れ
た
裏
書
、
勘
物
の
類
の

大
半
は
、
平
安
中
期
の
公
卿
源
経
頼
の
加
筆
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
中
に
は
、

平
安
末
期
の
別
の
検
非
違
使
庁
関
係
の
別
書
も
取
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ

と
等
々
が
結
論
さ
れ
て
い
る
．
十
巻
本
、
巻
末
の
一
編
は
、
法
制
史
家
が

使
庁
研
究
に
お
い
て
多
く
引
用
す
る
書
で
あ
る
が
、
そ
の
使
用
に
配
慮
を

要
す
る
こ
と
は
、
早
川
庄
八
氏
の
指
摘
に
加
え
て
、
本
書
の
考
察
に
よ
っ

て
、
殆
ど
自
明
の
こ
と
と
な
っ
た
と
み
て
よ
い
。

　
第
四
章
は
、
「
北
山
抄
」
に
つ
い
て
の
考
証
で
あ
る
。
こ
の
書
に
つ
い

て
は
、
既
に
和
田
英
松
博
士
の
詳
細
な
先
行
論
文
が
存
在
す
る
た
め
に
、

著
者
は
、
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
め
る
と
い
う
態
度
の
下
に
、
主
と
し
て
古

写
本
の
再
調
査
を
行
い
新
し
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

　
本
章
に
お
い
て
、
特
に
注
目
す
ぺ
き
部
分
は
、
別
本
「
北
山
抄
」
と
称

さ
れ
る
現
行
流
布
本
と
は
異
な
る
写
本
の
研
究
で
あ
る
．

　
永
正
十
七
年
冊
子
本
に
含
ま
れ
る
「
官
奏
事
北
山
抄
」
は
、
従
前
疑
義

多
き
書
と
さ
れ
、
別
本
な
る
名
を
以
て
よ
ば
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
著
者

は
、
本
書
の
内
容
を
精
査
し
て
、
こ
の
書
も
ま
た
「
北
山
抄
」
編
者
藤
原

公
任
の
著
述
で
あ
っ
て
、
「
北
山
抄
」
の
部
分
修
訂
本
と
み
る
べ
き
で
あ

る
と
推
断
し
て
い
る
。
本
章
末
尾
に
は
、
未
刊
の
別
本
が
複
刻
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
後
述
官
奏
に
関
す
る
政
務
遂
行
方
式
を
知
る
た
め
に
必
見

の
も
の
と
い
い
う
る
史
料
で
あ
る
。

　
第
五
章
は
「
江
家
次
第
」
に
つ
い
て
の
考
証
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
和
田

博
士
の
先
行
論
考
に
修
正
補
足
を
加
え
る
と
い
う
形
式
を
以
て
論
が
進
め

ら
れ
て
い
る
．
而
し
て
、
そ
の
中
、
著
者
が
、
古
写
本
と
流
布
本
と
の
異

同
を
精
密
に
調
査
し
て
い
る
こ
と
、
本
書
と
先
行
の
儀
式
書
と
の
親
子
姉
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妹
関
係
を
追
究
し
て
い
る
こ
と
等
は
．
特
に
着
目
に
価
す
る
。
何
故
な
れ

ば
．
そ
の
考
証
の
過
程
に
お
い
て
、
本
書
成
立
の
経
緯
は
、
更
に
明
瞭
に

浮
き
ぽ
り
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
故
で
あ
る
。
な
お
、
本
章
末
に
は
、
本

書
欠
侠
部
分
の
逸
条
が
集
成
さ
れ
て
お
り
，
甚
だ
便
宜
と
い
え
る
。
特
に
、

そ
の
中
の
広
橋
本
の
み
に
伝
わ
る
巻
四
裏
書
の
「
除
目
」
関
係
史
料
の
如

き
は
、
複
雑
な
除
目
手
続
を
知
る
た
め
の
基
礎
的
文
献
の
一
つ
と
し
て
重

ん
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

三

　
第
二
篇
は
．
「
主
要
儀
式
文
の
研
究
」
と
題
せ
ら
れ
、
平
安
期
に
お
け

る
主
要
な
儀
式
手
続
中
、
五
例
が
と
り
上
げ
ら
れ
、
当
該
行
事
成
立
の
時

期
，
並
び
に
そ
の
史
的
背
景
等
が
考
証
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
．

こ
こ
に
い
た
っ
て
、
著
者
の
研
究
は
、
儀
式
書
の
書
誌
学
的
考
察
よ
り
内

容
研
究
へ
と
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
本
篇
に
お
い
て
挙
示
さ
れ
て
い
る
儀
式
は
、
元
旦
四
方
拝
、
朝
賀
、
大

嘗
祭
、
御
元
服
、
官
奏
等
の
五
例
で
あ
る
が
、
本
審
査
報
告
に
お
い
て
は
，

平
安
朝
政
治
制
度
史
に
最
も
関
連
が
深
い
「
官
奏
」
に
つ
い
て
の
著
者
の

見
解
を
紹
介
し
、
以
て
本
篇
成
果
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
お
き
た
い
。

　
平
安
朝
の
公
卿
の
日
乗
に
散
見
す
る
「
官
奏
」
な
る
手
続
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
重
要
政
務
と
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
対
象

た
る
政
務
の
種
類
，
成
立
時
期
等
、
い
ま
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
部
分

が
多
い
。
傍
っ
て
、
著
者
は
、
儀
式
諸
条
、
並
び
に
日
記
そ
の
他
に
み
え

る
具
体
例
等
を
綜
合
し
て
、
こ
れ
を
前
代
の
律
令
奏
上
手
続
と
比
較
し
て
、

そ
の
実
体
に
迫
る
べ
く
つ
と
め
て
い
る
。

　
著
者
の
当
該
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
の
見
解
を
一
言
に
し
て
の
べ
る
な

ら
ば
、
「
官
奏
」
と
は
、
公
式
令
奏
事
式
の
後
身
で
あ
っ
て
、
即
ち
、
諸

司
諸
国
よ
り
の
解
状
を
、
太
政
官
が
審
議
し
て
奏
上
す
る
手
続
を
指
示
し
．

そ
の
特
徴
は
、
律
令
の
そ
れ
よ
り
も
、
は
る
か
に
簡
易
で
あ
る
と
い
う
点

に
集
約
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
所
論
お
お
む
ね
実
証
的
で
あ
っ
て

傾
聴
に
価
す
る
。

　
但
し
、
律
令
解
釈
の
上
に
お
い
て
も
、
大
事
を
議
す
る
論
奏
と
、
中
事

を
議
す
る
奏
事
と
の
区
別
は
、
余
り
明
瞭
で
な
く
、
明
法
家
の
論
争
を
生

ん
で
い
る
．
故
に
、
論
奏
と
官
奏
と
に
つ
い
て
も
、
更
に
当
代
に
お
け
る

実
例
を
多
く
集
め
て
．
考
証
を
進
め
る
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
次
に
、
「
官
奏
」
制
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
、
こ
れ
を
太

政
大
臣
藤
原
基
経
が
、
関
白
と
し
て
諸
政
内
覧
の
権
を
把
握
す
る
、
光
孝
、

宇
多
の
時
代
に
生
れ
た
も
の
と
し
、
手
続
き
と
し
て
は
．
次
代
の
醍
醐
帝

の
頃
に
完
成
せ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
即
ち
．
こ
の
手
続
は
、
摂
関
政
治

の
確
立
の
下
に
生
れ
、
摂
関
制
の
特
徴
で
あ
る
律
令
的
合
議
制
の
後
退
を

象
徴
す
る
と
い
う
新
見
解
で
あ
っ
て
．
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
と
い
え

よ
う
。

　
な
お
、
右
論
考
に
お
い
て
は
、
官
奏
は
、
「
天
皇
の
指
名
を
う
け
た
特

定
の
公
卿
の
み
が
行
う
」
と
い
う
従
来
の
見
解
が
単
純
に
援
用
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
か
か
る
権
力
者
と
の
特
殊
信
頼
関
係
が
、
政
治
の
場
に
お

い
て
、
重
要
な
役
割
り
を
も
つ
例
は
、
外
に
弘
仁
以
降
盛
ん
と
な
る
令
外

官
宣
旨
職
に
も
、
そ
の
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
。
両
老
の
背
景
に
あ
る
史
的
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事
情
の
異
同
に
つ
い
て
ば
．
追
究
さ
れ
る
べ
き
論
題
で
あ
ウ
て
．

い
ま
一
層
の
発
展
を
期
待
し
た
い
。

四

研
究
の

　
第
三
篇
．
第
四
篇
は
、
儀
式
と
重
要
な
る
関
連
を
も
つ
諸
妻
の
研
究
で

あ
っ
て
、
著
者
の
目
的
は
、
再
び
テ
キ
ス
ト
研
究
へ
と
た
ち
も
ど
っ
て
い
る
。

　
第
三
篇
、
第
一
章
に
お
い
て
は
、
「
年
中
行
事
障
子
」
、
及
び
そ
れ
と
系

統
を
同
じ
く
す
る
「
年
中
行
事
」
の
諸
書
が
と
り
上
げ
ら
れ
．
そ
れ
ら
の

成
立
時
期
等
が
考
証
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
仁
和
年
間
に
な
っ
た
最
初
の

『
障
子
文
」
と
、
そ
の
後
の
修
改
部
分
と
の
別
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

本
章
に
お
け
る
著
者
の
ね
ら
い
で
あ
っ
て
、
そ
の
考
察
は
精
密
を
き
わ
め

て
い
る
。

　
な
お
．
本
章
に
付
載
さ
れ
て
い
る
藤
原
貞
幹
の
「
年
中
行
事
集
説
」
は
、

未
刊
の
書
で
あ
り
、
そ
の
複
刻
は
意
義
あ
る
も
の
と
思
う
。

　
第
二
章
は
、
「
小
野
宮
年
中
行
事
」
の
研
究
で
あ
っ
て
、
岩
橋
小
弥
太

博
士
の
先
行
論
文
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
の
書
の
儀
式
文
の
母
法
と
も
い
う

べ
き
参
考
文
献
に
つ
い
て
考
察
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
当
代
年
中
行
事
の
書
の
大
半
が
、
編
者
と
し
て

伝
え
ら
れ
て
い
る
人
物
自
身
の
創
作
で
は
な
く
．
そ
れ
以
前
の
書
を
綴
り

合
せ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
年
中
行
事
の
書
に

列
挙
さ
れ
て
い
る
儀
式
文
を
史
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
沿

革
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
性
を
痛
感
せ
し
め
る
一
文
と
い
い
え
よ
う
。

　
第
三
章
は
．
「
江
家
年
中
行
事
」
の
研
究
で
あ
り
、
先
ず
未
刊
の
書
で

あ
る
本
書
全
文
が
複
刻
さ
れ
．
つ
い
で
．
そ
の
伝
来
’
加
筆
修
正
者
．
加

筆
の
範
囲
、
経
過
な
ど
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
は
、
「
年
中
行
事
秘
抄
」
の
研
究
で
あ
っ
て
、
古
写
本
尊
経
閣

本
奥
書
が
紹
介
さ
れ
、
こ
の
書
の
伝
来
経
過
が
た
ど
ら
れ
、
本
書
と
中
原

家
と
の
関
係
が
た
ど
ら
れ
て
い
る
。

　
第
五
章
は
、
前
章
の
続
編
で
あ
っ
て
、
外
記
職
中
原
家
に
伝
わ
る
年
中

行
事
書
の
二
、
三
が
と
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
編
者
が
擬
定
さ
れ
、
併
せ
て
、

外
記
な
る
職
の
局
務
家
に
、
何
故
に
年
中
行
事
に
つ
い
て
の
知
見
が
必
要

と
さ
れ
た
か
等
の
法
史
的
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
最
終
篇
、
第
四
篇
は
、
儀
式
と
関
連
が
深
く
、
し
か
も
逸
書
と
な
っ
て

い
る
「
寛
平
御
遺
誠
」
、
「
蔵
人
式
」
、
「
清
涼
記
」
な
ど
の
諸
書
を
復
原
す

る
こ
と
が
、
そ
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
。
逸
条
発
見
の
た
め
に
、
著
者
が

捜
求
し
た
典
籍
は
お
び
た
だ
し
く
、
著
者
の
苦
心
の
跡
が
し
の
ば
れ
る
。

な
お
、
本
篇
末
尾
二
章
は
、
天
暦
三
年
「
神
祇
官
勘
文
」
、
並
び
に
「
鴨

脚
秀
文
文
書
」
の
研
究
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
篇
の
附
論
を

な
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

五

　
以
上
、
き
わ
め
て
簡
略
に
、
千
頁
に
近
い
請
求
論
文
を
あ
と
づ
け
、
若

干
の
論
評
を
加
え
て
み
た
。
し
か
し
、
こ
の
簡
略
な
報
告
書
に
よ
っ
て
も

知
ら
れ
る
如
く
、
本
著
作
に
お
け
る
研
究
対
象
は
、
ま
こ
と
に
多
岐
を
き

わ
め
て
い
る
．
働
っ
て
．
読
者
と
し
て
は
、
し
ば
し
ば
亡
羊
の
嘆
を
抱
か

ざ
る
を
え
な
い
部
分
も
、
ま
た
少
し
と
し
な
い
．
し
か
し
、
そ
の
因
由
は
、
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こ
の
種
の
研
究
が
、
広
範
囲
に
亘
っ
て
未
開
拓
で
あ
っ
た
故
で
あ
り
．
こ

れ
を
す
べ
て
著
者
の
責
に
帰
す
る
こ
と
は
、
や
や
酷
に
過
ぎ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
も
し
望
蜀
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
論
考
を
二
分
し
て
、
史
料
、

解
説
の
二
篇
と
な
せ
ば
、
い
ま
少
し
、
読
者
に
親
切
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
論
文
は
、
今
後
の
古
代
法
研
究
に
、
多

大
な
る
便
宜
を
も
た
ら
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
、
か
か
る
手
が
た
い

文
献
考
証
の
上
に
構
成
さ
れ
る
著
者
自
身
の
更
に
広
範
囲
に
及
ぶ
研
究
は
、

学
界
に
大
き
な
み
の
り
を
も
た
ら
す
も
の
と
期
待
し
う
る
．

　
現
今
の
法
史
研
究
が
、
古
代
法
に
つ
い
て
や
や
変
則
的
発
展
を
示
し
て

い
る
こ
と
は
遺
憾
な
が
ら
事
実
で
あ
る
。
即
ち
、
律
令
本
文
に
つ
い
て
は
、

き
わ
め
て
詳
細
な
る
論
文
が
、
踵
を
接
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
、

そ
の
施
行
、
特
に
平
安
以
降
に
お
け
る
法
の
実
施
の
様
相
に
つ
い
て
は
、

い
ま
だ
そ
の
緒
に
つ
い
た
ぽ
か
り
と
い
う
感
が
深
い
。
傍
っ
て
、
再
言
す

る
が
、
本
論
文
は
、
現
今
学
界
の
渇
を
い
や
す
、
空
谷
の
是
音
の
如
き
書

と
し
て
、
こ
れ
を
推
奨
し
う
る
も
の
と
考
え
る
。

　
以
上
を
綜
合
し
て
、
審
査
員
一
同
は
、
一
致
し
て
本
請
求
論
文
を
以
て
、

法
学
博
士
（
慶
感
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
け
る
に
ふ
さ
わ
し
き
も
の
と
の

評
価
に
到
達
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
昭
和
六
十
一
年
九
月
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慶
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大
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村
山
　
光
一

　
副
査
慶
鷹
義
塾
大
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