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寺
崎
修
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
寺
崎
君
の
学
位
請
求
論
文
は
、
「
明
治
自
由
党
の
研
究
（
上
下
）
」
五
二

〇
頁
で
あ
る
．

　
戦
後
、
民
主
主
義
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
は
、
そ
の
源
流
に
目
を
向

け
さ
せ
、
明
治
初
期
に
興
隆
し
た
自
由
民
権
運
動
に
つ
い
て
の
研
究
は
、

日
を
追
っ
て
盛
ん
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
同
研
究
の
中
核
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
明
治
十
四
年
十
月
に
結
成
さ
れ
、
同
十
七
年
十
月
に
解
散
の
や
む
な

き
に
い
た
っ
た
自
由
党
の
動
向
に
あ
る
．
従
っ
て
、
同
党
興
亡
を
め
ぐ
っ

て
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
様
な
構
想
が
提
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、

一
方
、
新
史
料
の
採
訪
、
発
見
も
ま
た
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ

の
進
歩
は
ま
さ
に
飛
躍
的
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
史
的
研
究
に
は
、
そ
れ
が
発
展
す
れ
ば
す
る
程
、
か
え
っ
て

第
二
、
第
三
の
疑
間
点
が
生
ず
る
と
い
う
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
．
明
治
自

由
党
に
つ
い
て
の
校
蕨
も
ま
た
そ
の
例
に
も
れ
ず
、
疑
点
は
基
礎
的
部
分

に
お
い
て
、
論
を
経
る
ご
と
に
拡
大
し
、
新
た
な
る
論
を
必
要
と
す
る
と

い
う
の
が
、
そ
の
実
情
で
あ
る
。

　
本
研
究
は
ま
さ
に
、
か
か
る
学
界
希
翼
の
論
題
に
正
面
よ
り
と
り
組
ん

だ
も
の
で
あ
っ
て
、
筆
者
は
ひ
た
す
ら
に
、
よ
り
良
き
史
料
の
発
見
に
つ

と
め
、
疑
義
の
一
端
を
解
明
す
べ
く
努
力
を
重
ね
て
い
る
。

　
こ
れ
は
評
者
の
感
想
に
過
ぎ
ぬ
が
．
古
代
史
に
比
較
す
る
と
、
近
代
史

研
究
に
は
、
や
や
も
す
れ
ば
、
一
定
の
理
論
を
前
提
と
し
て
、
歴
史
的
事

実
を
む
し
ろ
こ
れ
に
従
属
せ
し
め
る
と
い
う
研
究
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
本
研
究
は
、
そ
の
「
あ
と
が
き
」
に
、
強
調
さ
れ
て
い
る
如
く
、
か

か
る
傾
向
に
背
を
む
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
隅
を
示
し
て
、
四
隅
を
推

知
せ
し
め
る
如
ぎ
は
、
筆
者
の
と
る
処
で
は
な
く
、
そ
の
態
度
は
、
あ
く

ま
で
も
実
証
主
義
を
貫
く
と
い
う
処
に
あ
る
．
傍
っ
て
、
本
研
究
を
一
読

し
て
、
「
余
り
に
も
煩
蹟
な
」
と
い
う
批
評
を
下
す
が
如
き
は
、
筆
者
の

真
意
を
理
解
せ
ざ
る
の
言
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
．

　
即
ち
、
本
論
考
は
こ
れ
を
一
言
に
し
て
述
べ
れ
ば
、
華
麗
と
は
い
え
な

い
が
、
着
実
な
研
究
と
い
え
る
。
評
者
も
ま
た
、
当
該
論
題
に
つ
い
て
、

現
段
階
に
お
い
て
最
も
必
要
と
さ
れ
る
研
究
は
、
か
か
る
手
法
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
敢
え
て
結
論
を
先
に
す
る
如
く
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
賛
意
を
評
し
て
お
き
た
い
。

　
本
論
考
は
、
こ
れ
を
二
部
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
は
、

本
題
で
あ
る
自
由
党
の
成
立
よ
り
解
散
に
い
た
る
ま
で
の
重
要
問
題
を
考

究
せ
る
も
の
で
あ
り
、
第
一
篇
が
そ
れ
に
相
当
し
て
い
る
．
そ
の
二
は
、

自
由
党
に
関
連
す
る
諸
問
題
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
党
を
め

ぐ
っ
て
生
じ
た
い
く
つ
か
の
事
件
を
検
討
し
た
第
二
篇
、
有
力
党
員
の
伝

を
考
察
し
た
第
三
篇
が
こ
れ
に
相
当
し
て
い
る
。

　
第
一
部
（
第
一
篇
）
第
一
章
は
、
自
由
党
創
立
に
際
し
て
設
置
さ
れ
た
同

党
地
方
部
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
。
自
由
党
は
、
一
般
に
「
日
本
最
初

の
全
国
的
政
党
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
全
国
的
」
と

称
す
る
に
価
い
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
は
、
先
ず
地
方
部
な
る
も
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の
が
、
如
何
な
る
範
囲
に
、
如
何
な
る
程
度
の
組
織
を
有
し
て
存
在
し
た

か
が
知
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
こ
の
種
の
研
究
は
、
二
三
の
地
方

史
的
論
考
を
除
い
て
は
、
殆
ど
そ
の
例
を
み
な
い
。
筆
者
は
．
本
章
に
お

い
て
、
各
地
の
地
方
史
史
料
を
探
求
し
、
本
問
題
の
解
明
に
つ
と
め
、
併

せ
て
明
治
十
五
年
六
月
の
集
会
条
例
改
正
追
加
に
よ
っ
て
、
弾
圧
解
散
の

や
む
な
き
に
い
た
っ
た
地
方
部
、
並
び
に
そ
の
構
成
員
が
、
こ
れ
に
如
何

に
対
応
し
、
い
か
な
る
運
命
を
た
ど
っ
た
か
を
考
証
し
て
い
る
．

　
本
章
に
お
い
て
、
筆
者
が
指
摘
し
え
た
存
在
確
実
な
地
方
部
は
、
北
は

函
館
よ
り
、
南
は
熊
本
に
い
た
る
三
十
二
に
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
組

織
の
強
弱
に
は
相
当
な
差
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
数
は
、
盛
時
の
自
由
党

が
「
全
国
的
政
党
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

確
認
さ
せ
る
．
な
お
、
こ
の
種
の
研
究
に
は
、
労
多
く
し
て
、
功
少
い
、

地
方
新
聞
等
の
精
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
筆
者
は
よ
く
そ
の
労
苦
を
克
服

し
て
い
る
。

　
次
に
、
集
会
条
例
改
正
後
の
地
方
部
に
つ
い
て
は
、
本
稿
は
、
そ
の
対

応
の
様
に
則
し
て
、
一
、
構
成
員
全
体
が
本
部
に
加
入
し
た
も
の
、
二
、

幹
部
の
み
が
参
加
し
た
も
の
、
三
、
地
方
政
党
の
結
成
へ
と
進
ん
だ
も
の
、

四
、
放
棄
さ
れ
、
消
滅
へ
と
向
っ
た
も
の
の
四
つ
に
分
別
し
、
一
、
二
は

意
外
に
少
数
で
あ
っ
て
、
三
、
四
が
そ
の
大
半
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し

て
い
る
。

　
右
に
よ
れ
ば
、
条
例
改
正
に
よ
っ
て
蒙
っ
た
自
由
党
の
打
撃
は
、
「
自

由
党
史
」
等
に
記
さ
れ
た
以
上
で
あ
っ
て
、
同
党
は
、
そ
の
成
立
直
後
に
お

い
て
．
は
や
く
も
基
脚
を
失
う
に
い
た
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
は
、
明
治
十
五
年
八
月
末
に
突
発
し
た
有
名
な
板
垣
外
遊
に
か

ら
ん
で
の
党
内
紛
争
の
研
究
で
あ
る
。
而
し
て
、
筆
者
は
新
資
料
で
あ
る

星
亨
関
係
書
類
等
を
駆
使
し
て
、
洋
行
反
対
派
幹
部
処
分
の
経
緯
、
星
亨

の
入
党
、
並
び
に
十
六
年
定
期
大
会
の
様
相
等
を
あ
と
づ
け
て
い
る
。

　
右
の
中
、
特
に
注
目
す
べ
ぎ
事
実
は
、
十
六
年
定
期
大
会
の
論
議
で
あ

っ
て
、
筆
者
は
そ
こ
に
お
い
て
、
は
や
く
も
自
由
党
解
党
の
論
が
出
さ
れ

た
こ
と
、
大
量
離
党
を
防
ぐ
た
め
に
、
党
費
の
大
幅
引
き
下
げ
を
決
定
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
．
自
由
党
な
る
政
党
が
、
十

六
年
四
月
の
段
階
に
お
い
て
、
殆
ど
そ
の
力
を
失
い
、
板
垣
の
名
望
の
み

が
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
存
在
を
支
え
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
証

せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
．

　
第
三
章
は
、
明
治
十
七
年
十
月
に
断
行
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
た
自
由

党
解
党
に
い
た
る
ま
で
の
経
過
の
研
究
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
解

党
の
原
因
が
主
と
し
て
奈
辺
に
存
し
た
か
が
考
証
さ
れ
て
い
る
。

　
自
由
党
解
党
の
因
由
に
つ
い
て
は
．
既
に
多
く
の
試
論
が
提
示
さ
れ
て

い
る
が
．
板
垣
帰
朝
後
、
解
党
に
決
す
る
ま
で
の
党
内
論
議
が
明
か
で
な

い
た
め
に
、
そ
の
推
定
は
、
ま
さ
に
隔
靴
掻
痒
の
観
が
あ
っ
た
。
し
か
る

に
筆
者
は
、
本
稿
に
お
い
て
「
翻
醐
治
什
伍
簿
機
密
探
偵
書
」
な
る
新
史
料

に
依
拠
し
て
、
そ
の
論
争
の
様
を
、
ま
の
あ
た
り
に
見
る
が
如
く
、
再
現

し
て
い
る
。

　
右
に
よ
れ
ば
、
こ
の
同
党
の
危
機
に
際
会
し
て
、
た
た
か
わ
さ
れ
て
い

た
議
論
は
、
通
説
の
如
き
、
党
内
主
流
派
と
急
進
派
と
の
路
線
討
議
な
ど

で
は
な
い
．
そ
れ
は
、
如
何
に
し
て
十
万
円
の
党
資
金
募
集
計
画
を
成
功
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に
導
び
く
か
と
い
う
技
術
的
論
争
で
あ
っ
て
、
同
計
画
の
挫
折
が
、
板
垣

の
不
信
不
満
の
念
を
強
め
て
、
解
党
の
決
意
を
抱
か
し
め
た
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
数
ヵ
月
に
わ
た
る
党
幹
部
の
努
力
の
た
ま
も
の
が
、

計
画
の
十
分
の
一
、
一
万
円
そ
こ
そ
こ
で
あ
っ
た
と
は
。
こ
れ
で
は
、
板

垣
な
ら
ず
と
も
悲
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
自
由

党
の
疾
病
は
、
革
命
派
の
切
り
離
し
な
ど
で
は
、
打
開
し
え
な
い
段
階
に

た
ち
い
た
っ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
た
と
思
う
。

　
以
上
が
、
本
論
考
の
第
一
部
の
大
意
で
あ
る
が
、
同
篇
に
は
、
そ
の
末

尾
に
自
由
党
の
役
員
名
簿
、
並
び
に
各
大
会
出
席
者
の
名
簿
が
復
元
さ
れ
、

従
前
の
研
究
の
欠
が
補
わ
れ
て
い
る
。
右
は
将
来
に
お
け
る
自
由
党
研
究

に
便
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
更
に
、
一
般
に
ノ
ー
ト
の
類
は
、
こ

れ
を
公
開
し
な
い
と
い
う
斯
学
の
傾
向
を
是
正
す
る
も
の
と
し
て
も
、
高

い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
．

　
本
論
考
第
二
部
（
第
二
篇
、
及
び
第
三
篇
）
は
、
上
述
の
如
く
自
由
党
研
究

各
論
、
外
伝
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
篇
第
一
章
は
、
同
党

成
立
直
後
に
起
っ
た
最
初
の
災
厄
、
集
会
条
例
違
反
事
件
が
そ
の
対
象
と

さ
れ
て
い
る
。

　
右
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
論
じ
た
先
行
論
文
は
相
当
数
に
及
ん
で

い
る
。
し
か
し
、
同
事
件
大
審
院
上
告
審
に
つ
い
て
論
及
し
た
も
の
は
、

二
、
三
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
も
、
検
事
側
敗
訴
、
即
ち
原
判

決
維
持
に
お
わ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
筆
者
は
、
大
審
院
判
決

の
原
文
に
あ
た
っ
て
、
結
論
と
し
て
、
被
告
側
全
面
的
敗
訴
、
即
ち
自
由

党
幹
事
五
名
に
連
帯
し
て
二
円
の
罰
金
を
負
わ
せ
た
原
判
決
が
破
棄
さ
れ
、

各
自
に
二
円
の
罰
金
が
科
さ
れ
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

　
ま
さ
に
、
後
年
の
編
纂
物
に
依
拠
し
て
、
原
史
料
に
あ
た
る
作
業
を
怠

る
こ
と
が
、
如
何
に
危
険
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
っ
て
、
筆
者

年
来
の
主
唱
は
、
本
稿
に
お
い
て
最
も
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
は
、
星
亨
の
起
し
た
明
治
十
七
年
官
吏
侮
辱
事
件
に
つ
い
て
の

研
究
で
あ
っ
て
、
「
星
亨
関
係
書
類
」
、
「
公
文
録
」
所
収
の
諸
記
録
等
の

新
史
料
が
多
く
用
い
ら
れ
、
独
立
し
た
論
文
で
は
、
先
行
の
も
の
を
み
な

い
当
該
事
件
の
全
容
が
あ
と
ず
け
ら
れ
て
い
る
．

　
右
の
中
、
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
同
事
件
は
、
そ
の
直
後
に
お
い

て
は
、
県
令
の
意
向
に
よ
っ
て
、
よ
り
軽
い
行
政
処
分
に
て
解
決
す
る
方

針
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
る
に
、
一
転
し
て
官
吏
侮
辱
罪
の
適
用
へ
と
変

更
さ
れ
、
新
潟
警
察
署
は
、
監
臨
官
調
書
を
偽
作
す
る
等
々
、
あ
ら
ゆ
る

手
段
を
用
い
て
、
星
を
有
罪
に
追
い
こ
ん
だ
こ
と
等
で
あ
る
。
こ
れ
は
党

員
と
い
え
ど
も
、
有
名
人
に
対
し
て
は
、
県
当
局
の
意
志
が
、
か
な
ら
ず

し
も
統
一
さ
れ
ず
、
弾
圧
に
つ
い
て
も
、
そ
の
方
針
に
軽
重
が
み
ら
れ
た

こ
と
を
示
し
て
興
味
深
い
。

　
第
三
章
は
、
「
自
由
党
史
」
所
見
の
い
わ
ゆ
る
「
一
般
的
大
動
乱
」
な

る
も
の
が
、
果
し
て
存
在
し
た
の
か
否
か
、
換
言
す
れ
ば
、
明
治
十
七
年

前
後
に
、
各
地
に
起
っ
た
静
岡
、
加
波
山
、
大
阪
等
の
諸
事
件
の
首
謀
者

の
問
に
、
果
し
て
「
謀
を
通
じ
」
、
「
暗
に
気
脈
を
通
ず
」
と
い
う
交
渉
が

存
し
た
の
か
否
か
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
疑
義
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
は
、
肯
定
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
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め
筆
者
は
、
事
件
関
係
者
の
訊
問
調
書
等
を
各
地
に
あ
さ
り
、
論
証
に
つ

と
め
て
い
る
。

　
一
般
に
、
「
自
由
党
史
」
に
み
え
る
地
方
暴
動
事
件
の
記
事
に
は
誇
張

が
多
く
、
こ
れ
を
疑
う
風
が
深
い
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
こ
の
種
編
纂
物

に
も
、
信
頼
に
価
い
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
た
も
の
と
し
て
注

目
に
価
い
す
る
。

　
第
四
章
は
、
名
古
屋
事
件
に
関
連
す
る
論
文
で
あ
っ
て
、
従
来
殆
ど
空

白
で
あ
っ
た
事
件
関
係
者
の
有
罪
確
定
後
の
状
況
、
並
び
に
三
十
年
に
お

け
る
大
赦
、
そ
れ
に
つ
い
で
行
わ
れ
た
特
赦
に
浴
し
て
出
獄
し
た
人
々
の

氏
名
な
ど
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
．

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
事
件
関
係
者
中
、
刑
死
三
名
を
除
い
た
獄
死
者
の
数

は
、
二
十
三
名
中
、
十
一
名
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
当
代
監
獄
の
環
境
が
、

如
何
に
劣
悪
を
き
わ
め
た
か
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
部
後
篇
、
即
ち
、
本
論
文
第
三
篇
は
、
前
述
の
如
く
、
自
由
党
有

力
者
の
伝
が
、
こ
れ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
と
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
は
、

同
党
幹
事
林
包
明
、
静
岡
事
件
の
造
意
鈴
木
音
高
、
土
佐
派
民
権
家
児
島

稔
の
三
名
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
い
ず
れ
も
自
由
党
興
亡
の
歴
史
に
、
し
ば

し
ば
名
を
あ
ら
わ
し
な
が
ら
、
伝
不
詳
と
さ
れ
て
き
た
人
々
で
あ
る
。
事

件
中
心
人
物
の
性
格
が
、
そ
の
結
末
に
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
史
学

研
究
者
の
等
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
三
名
の
出
自
、
幼

年
時
代
の
環
境
よ
り
論
を
進
め
る
本
編
は
、
自
由
党
史
そ
の
も
の
の
研
究

に
、
直
接
関
接
に
利
用
し
う
る
も
の
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
第
二
章
に
よ
れ
ば
、
鈴
木
の
如
き
は
、
晩
年
「
自
由
は
既
に
死

せ
り
」
と
い
わ
れ
た
日
本
を
去
り
、
渡
米
に
ふ
み
き
り
、
爾
後
数
十
年
に

わ
た
っ
て
、
日
系
人
の
権
利
保
護
に
つ
と
め
た
と
い
う
。
佃
っ
て
、
本
章

の
如
き
は
、
「
先
人
の
功
、
没
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
面
よ
り
し
て
も
、

意
義
を
有
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
．

　
以
上
の
如
く
、
本
研
究
は
、
新
史
料
を
駆
使
し
て
、
自
由
党
の
歴
史
を

再
構
築
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
今
後
、
如
何
な
る
方
法
論
を
と
る

者
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
無
視
し
て
前
進
を
計
る
こ
と
は
、
至
難
と
考
え

ら
れ
る
．

　
勿
論
、
明
治
自
由
党
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
き
わ
め
て
多
岐
広
大
で
あ

っ
て
、
本
論
文
の
論
ず
る
処
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
半
が
解
決
し
た
わ
け
で

な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
本
論
考
が
直
接
対
象
と
し
た
分

野
に
お
い
て
も
、
論
証
は
か
え
っ
て
次
の
疑
義
を
生
み
、
疑
点
自
体
は
、

か
え
っ
て
拡
大
し
た
部
分
も
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ぽ
、
所
論
の
如
く
、
自

由
党
解
散
の
動
因
が
、
資
金
募
集
計
画
の
挫
折
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何

故
に
、
依
然
と
し
て
板
垣
を
「
自
由
権
現
、
民
権
神
」
と
し
て
尊
崇
し
て

い
た
地
方
名
望
家
た
ち
が
、
こ
の
計
画
に
冷
淡
を
き
わ
め
た
の
か
、
何
故

に
、
入
党
時
に
お
い
て
、
十
数
万
の
資
産
を
き
ず
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る

星
が
、
そ
の
財
の
一
部
を
も
投
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
、
等
々
疑
義

は
一
向
に
減
少
し
て
い
な
い
。
か
か
る
問
題
の
解
明
に
つ
い
て
は
、
更
に

著
者
の
努
力
が
期
待
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
望
蜀
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
論
文
は
、
自
由
党
研
究
に
、

「
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
め
る
」
と
い
う
程
度
を
は
る
か
に
越
え
た
知
見
を

加
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
く
ま
で
良
質
な
史
料
を
、
か
く
ま
で
多
量
に
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発
見
し
て
、
学
界
注
目
の
問
題
を
論
じ
た
研
究
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
に

お
い
て
、
近
時
ま
れ
で
あ
る
と
思
う
。

　
本
論
文
を
以
て
、
目
本
近
代
史
に
大
な
る
貢
献
を
も
た
ら
す
も
の
と
評

す
る
こ
と
は
、
決
し
て
過
褒
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。

　
侃
っ
て
、
審
査
員
一
同
は
、
こ
こ
に
一
致
し
て
、
同
論
考
を
法
学
博
士

（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
け
る
の
に
適
当
な
も
の
と
認
定
し
、
推
挽

す
る
次
第
で
あ
る
。

　
昭
和
六
十
二
年
九
月
一
目

　
　
主
査
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義
塾
大
学
法
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部
教
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法
学
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利
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津
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副
査
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
法
学
博
士
　
中
村
勝
範

　
　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授
　
法
学
博
士
　
手
塚
　
　
豊
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