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法学研究61巻7号（y88：7）

松
田
和
晃
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
松
田
君
の
「
律
令
制
下
に
お
け
る
寺
院
統
制
の
研
究
」
と
題
す
る
学
位

請
求
論
文
は
、
前
後
二
編
、
並
び
に
史
料
編
の
計
三
部
に
分
た
れ
て
い
る
。

前
編
は
、
古
代
国
家
が
そ
の
仏
教
統
制
策
の
要
と
し
て
作
成
上
申
を
命
じ

た
「
資
財
帳
」
な
る
公
文
書
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
検
討
、
後
編
は
、
各
寺

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
資
財
帳
に
つ
い
て
の
テ
キ
ス
ト
研
究
，
史
料
編
は
、

各
寺
の
資
財
帳
の
集
大
成
と
そ
の
正
確
な
翻
刻
作
業
が
、
こ
れ
に
あ
て
ら

れ
て
い
る
．

　
律
令
国
家
が
、
仏
教
を
奨
励
し
、
寺
院
の
保
護
に
熱
意
を
有
し
た
こ
と

は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
府
は
一
方
、
そ
の
統
制
に
つ
い
て

も
大
な
る
意
を
用
い
、
特
に
寺
院
財
産
が
法
を
越
え
て
過
大
に
な
ら
ざ
る

よ
う
、
ま
た
既
存
の
財
産
が
不
当
に
流
失
せ
ざ
る
よ
う
、
監
視
に
つ
と
め

て
い
た
。
そ
の
手
段
と
し
て
考
案
せ
ら
れ
た
こ
と
が
、
資
財
帳
の
提
出
を

各
寺
に
義
務
づ
け
る
と
い
う
方
策
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
律
令
政
府
が
、

人
民
統
制
の
手
段
と
し
て
．
戸
籍
、
計
帳
を
整
備
す
る
た
め
に
手
実
な
る

申
告
書
の
提
出
を
各
戸
に
命
じ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
戸
籍
，
計
帳
に
関
す
る
政
治
史
的
、
或
い
は
法
制
史
的
研
究
は
、
ま
さ

に
汗
牛
充
棟
で
あ
る
。
し
か
る
に
資
財
帳
に
関
し
て
は
、
寺
院
統
制
手
段

と
し
て
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
論
じ
た
研
究
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
に
お
い

て
は
一
例
も
な
い
。
従
前
の
論
考
に
お
い
て
は
、
こ
の
文
書
が
、
養
老
公
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式
令
文
案
条
に
み
え
る
如
何
な
る
文
書
に
該
当
す
る
か
、
と
い
う
基
礎
的

間
題
で
す
ら
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。
松
田
君
の
論
考
は
、
ま
さ
に
か

か
る
未
開
の
原
野
に
、
最
初
の
組
鉗
を
入
れ
た
も
の
と
し
て
、
注
目
に
価

い
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
前
編
は
、
「
資
財
帳
制
度
の
成
立
と
展
開
」
と
題
せ
ら
れ
、
序
章
と
し

て
、
先
ず
承
和
年
間
に
起
っ
た
法
隆
寺
僧
善
榿
を
原
告
と
す
る
同
寺
檀
越

登
見
直
名
に
対
す
る
訴
訟
事
件
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
当
該
事
件
は
、
法

制
史
上
き
わ
め
て
有
名
な
事
件
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
言
及
し
た
先
学
は
彩

多
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
争
訟
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
錯
綜
し
、
諸
家

の
意
見
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
．
著
者
は
、
本
項
に
お
い
て
史
料
の
整
備
に

つ
と
め
、
明
法
家
の
論
旨
を
正
確
に
把
握
し
、
進
ん
で
、
善
榿
告
状
に
み

え
る
「
強
売
賎
物
」
、
こ
れ
に
よ
っ
て
不
当
な
利
得
を
え
た
と
す
る
一
句

に
つ
い
て
、
新
見
解
を
み
せ
て
い
る
。

　
当
代
寺
院
財
政
に
お
い
て
、
仏
分
、
法
分
、
僧
分
、
通
分
な
る
互
用
を

禁
ず
る
用
途
別
区
分
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
著
者
の
指
摘
の
如
く
で
あ
ろ

う
か
ら
、
「
賎
分
」
、
即
ち
奴
碑
用
の
財
物
が
存
し
た
こ
と
は
、
大
い
に
考

え
ら
れ
る
処
で
あ
り
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
更
に
優
劣
を
き
そ

う
必
要
が
生
じ
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
右
の
考
証
を
経
て
著
者
は
、
当
該
訴
訟
を
以
て
、
寺
院
財
産
が

不
当
流
失
す
る
可
能
性
が
常
に
存
在
し
た
最
も
明
瞭
な
る
証
左
と
み
な
し
、

か
か
る
不
祥
事
を
統
制
す
る
手
段
が
、
い
か
に
講
ぜ
ら
れ
た
か
と
し
て
、

本
論
へ
と
そ
の
記
述
を
進
め
て
い
る
。

　
本
論
第
一
章
、
第
一
節
、
第
二
節
は
、
資
財
帳
作
成
制
度
の
成
立
過
程

が
こ
れ
に
あ
て
ら
れ
、
霊
亀
二
年
に
、
荒
廃
寺
院
の
整
理
統
合
等
の
た
め

に
、
さ
し
迫
っ
た
間
題
解
決
の
た
め
の
臨
時
格
と
し
て
出
さ
れ
た
格
制
が
、

次
第
に
一
般
的
統
制
法
た
る
永
格
へ
と
変
じ
、
格
制
の
対
象
た
る
資
財
帳

も
、
財
物
を
列
挙
し
た
簡
単
な
書
類
よ
り
、
財
物
入
寺
の
由
来
を
記
し
た

所
謂
縁
起
を
伴
っ
た
詳
細
な
文
書
、
即
ち
、
天
平
十
九
年
帳
様
の
も
の
へ

と
発
展
し
た
経
緯
が
縷
説
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
．
そ
の
発
展
の
因
由
と

し
て
は
、
東
大
寺
建
立
の
た
め
の
諸
寺
結
束
の
必
要
性
、
天
平
十
五
年
の

永
世
私
財
法
の
施
行
等
々
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
統
制
成
立
、
進
展
に
関

連
す
る
政
治
史
的
背
景
が
思
考
さ
れ
て
い
る
．

　
第
三
節
は
、
定
額
寺
と
や
や
性
格
を
異
に
す
る
国
分
寺
の
管
理
に
つ
い

て
で
あ
り
、
国
分
寺
資
財
帳
な
る
も
の
が
作
成
さ
れ
た
か
否
か
が
問
題
と

さ
れ
て
い
る
．
こ
の
種
の
文
書
に
つ
い
て
は
伝
存
す
る
も
の
が
な
い
が
、

著
者
は
延
喜
五
年
「
佐
伯
院
付
属
状
」
に
み
え
る
東
大
寺
と
香
積
寺
と
の

訴
訟
記
録
よ
り
、
総
国
分
寺
た
る
束
大
寺
に
お
い
て
、
資
財
帳
が
作
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
各
国
国
分
寺
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
準
じ
た

も
の
が
整
備
さ
れ
て
い
た
と
推
定
し
て
い
る
．

　
第
四
節
以
下
に
お
い
て
は
、
奈
良
時
代
後
期
よ
り
、
平
安
時
代
に
い
た

る
ま
で
の
資
財
帳
制
の
興
亡
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
天
平
以
降
に
お
け
る
統
制
整
備
の
結
果
、
奈
良
朝
末
に
い
た
っ
て
、
資

財
帳
進
官
制
は
毎
年
行
わ
れ
、
そ
れ
は
実
に
三
十
年
に
わ
た
っ
て
実
行
せ

ら
れ
た
．
真
に
、
律
令
国
家
の
仏
教
統
制
の
最
盛
期
と
も
い
う
べ
き
時
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
、
延
暦
年
間
、
定
額
寺
に
つ
い
て
は
停
止

と
な
り
、
つ
い
で
、
天
長
年
間
、
六
年
一
進
制
と
し
て
復
活
さ
れ
、
続
い
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て
貞
観
年
間
．
四
年
一
進
制
へ
と
改
め
ら
れ
た
．
し
か
し
事
実
は
単
律
令

国
家
の
弱
体
化
に
と
も
な
い
、
進
官
の
こ
と
は
．
次
第
に
減
少
し
遂
に
は

全
く
有
名
無
実
と
な
り
は
て
た
。
そ
の
様
は
ま
さ
に
班
田
法
の
推
移
を
み

る
が
如
く
で
あ
っ
て
、
興
味
深
い
．

　
第
六
節
に
い
た
る
ま
で
の
記
述
は
、
右
の
経
緯
の
実
証
、
並
び
に
制
度

変
遷
の
原
因
の
究
明
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
平
安
時
代
に

い
た
っ
て
生
じ
た
国
司
交
替
の
際
の
解
由
の
制
と
、
資
財
帳
上
申
制
と
の

関
連
等
が
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
本
章
、
第
六
節
に
は
、
別
に
資
財
帳
作
成
提
出
制
の
母
法
た
る

中
国
の
制
が
論
ぜ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
、
大
英
図
書
館
蔵
ス
タ
イ
ン
文
書
に

み
え
る
寺
院
財
産
目
録
帳
が
指
摘
さ
れ
、
晴
唐
に
そ
の
源
流
が
見
出
さ
れ

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
．
筆
者
の
知
る
限
り
に
お
い
て
は
、
か
か
る

指
摘
は
、
中
国
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
、
殆
ど
そ
の
例
を
み
な
い
。
従
っ

て
、
か
か
る
記
述
が
、
あ
た
か
も
付
論
の
如
く
本
節
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
惜
み
て
も
余
り
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
当
該
記
述
は
、
当
然
に
本

章
壁
頭
を
飾
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
論
文
構
成
技
術
上
の
問
題
点
と
し
て
、

あ
え
て
苦
言
を
呈
し
て
お
き
た
い
。

　
第
二
章
は
、
資
財
帳
の
保
管
義
務
と
、
そ
の
法
的
価
値
と
の
考
証
に
あ

て
ら
れ
、
一
節
よ
り
四
節
に
い
た
る
部
分
に
お
い
て
は
、
保
管
義
務
に
関

連
し
て
、
多
く
の
資
財
帳
に
付
さ
れ
て
い
る
「
流
記
」
な
る
語
の
意
義
が

究
め
ら
れ
て
い
る
。

　
流
記
た
る
語
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
「
後
代
に
ま
で
流
す
記

録
」
と
す
る
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
著
者
は
、
こ
の
語
に
は

別
に
資
財
0
由
来
を
注
記
ぜ
る
も
の
、
と
す
る
用
例
も
存
在
す
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
伽
っ
て
、
流
記
な
る
表
題
が
み
え
て
も
、
そ
れ
を
常
に

資
財
帳
の
保
管
の
問
題
と
関
連
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。

　
第
五
節
は
、
か
か
る
前
提
の
下
に
、
改
め
て
資
財
帳
の
保
管
を
論
じ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
著
者
は
、
養
老
の
公
式
令
文
案
条
に
着
目
し
、
資
財
帳

は
同
条
所
見
の
「
財
物
帳
」
に
該
当
す
る
と
し
て
、
こ
の
法
に
よ
り
、
そ

れ
は
官
に
お
い
て
「
常
留
」
が
要
請
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

　
な
お
、
天
平
十
九
年
帳
巻
末
に
は
、
「
傍
為
恒
式
、
以
伝
遠
代
」
な
る

文
言
が
み
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
二
部
、
或
い
は
三
部
上
申
さ
れ
る
資
財

帳
の
中
、
そ
の
一
部
は
寺
側
に
返
還
さ
れ
、
そ
の
保
存
が
要
請
さ
れ
た
の

で
あ
っ
て
、
以
上
よ
り
み
て
、
資
財
帳
は
、
官
及
び
寺
側
に
お
い
て
、
い

ず
れ
も
厳
格
に
伝
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
し
め
く
く
ら
れ
て
い

る
。　

而
し
て
、
著
者
は
、
こ
れ
よ
り
資
財
帳
の
法
的
価
値
へ
と
論
を
進
め
、

そ
れ
が
、
時
々
の
寺
院
統
制
の
用
具
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
同
時
に
、
戸
籍
が
、
当
代
訴
訟
法
上
、
大
な
る
証
明
力
を
有
し
た
と

同
様
に
、
資
財
帳
も
ま
た
、
不
動
産
物
権
の
存
在
を
推
定
せ
し
め
る
証
拠

と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
し
て
、
天
平
宝
字
年
問
に
結
末
を
迎
え
た
紀
寺
の

訴
訟
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
法
的
紛
争
に
そ
れ
が
援
用
さ
れ
た
様
を

詳
記
し
て
い
る
。

　
事
実
、
資
財
帳
が
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
主
た
る
理
由
は
、
本
文
書
が
、

か
か
る
機
能
を
有
し
た
故
で
あ
っ
て
、
律
令
国
家
が
弱
体
化
し
、
そ
の
寺
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院
統
制
が
終
り
を
と
げ
た
後
に
お
い
て
も
、
寺
院
側
が
重
宝
と
し
て
そ
れ

を
保
存
し
た
の
は
、
こ
の
文
書
が
中
世
に
お
け
る
手
継
文
書
に
連
結
さ
れ

た
た
め
で
あ
る
．
従
っ
て
、
著
者
の
こ
の
点
の
主
唱
は
、
資
財
帳
制
の
研

究
を
、
中
世
公
家
訴
訟
法
研
究
へ
と
つ
な
げ
る
接
点
を
示
し
た
も
の
と
し

て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

　
本
論
考
後
編
は
、
今
日
そ
の
姿
を
、
原
本
、
或
い
は
伝
写
本
の
形
式
に

よ
っ
て
伝
え
て
い
る
多
く
の
資
財
帳
に
つ
い
て
．
そ
の
伝
来
の
経
緯
を
究

め
、
諸
本
の
校
合
を
行
い
、
そ
の
史
料
的
価
値
を
決
定
す
る
こ
と
に
お
か

れ
て
い
る
。
そ
の
各
章
に
は
、
円
満
寺
旧
蔵
弘
福
寺
文
書
所
収
の
資
財
帳

関
連
文
書
、
観
世
音
寺
和
銅
二
年
帳
、
興
福
寺
資
財
帳
、
安
祥
寺
資
財
帳

等
が
配
当
さ
れ
、
従
来
、
そ
の
刊
本
に
多
く
の
径
庭
が
見
出
さ
れ
る
も
の
、

或
い
は
殆
ど
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
史
料
に
つ
い
て
、
考
究
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。

　
右
の
中
、
原
本
が
既
に
焼
失
し
去
っ
て
い
る
円
満
寺
文
書
の
検
討
は
、

特
に
詳
密
で
あ
っ
て
、
そ
の
写
本
の
諸
本
が
、
何
人
に
よ
っ
て
、
い
か
に

伝
写
さ
れ
き
た
っ
た
か
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。
出
典
の
不
明
等
に
よ
っ

て
、
本
文
書
の
写
本
に
つ
い
て
不
信
の
念
を
抱
い
た
人
は
多
い
が
、
著
者

の
研
究
に
よ
っ
て
、
か
か
る
疑
点
は
、
全
く
氷
解
す
る
に
い
た
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。

　
ま
た
、
「
興
福
寺
流
記
」
に
は
．
奈
良
時
代
に
作
成
さ
れ
た
多
く
の
資

財
帳
逸
文
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
各
逸
文
の
時
代
擬
定
に
つ
い
て
は
、

渋
谷
和
貴
子
氏
の
論
考
一
篇
が
存
す
る
の
み
で
あ
っ
た
．
従
っ
て
、
渋
谷

氏
の
見
解
を
参
酌
し
つ
つ
、
か
つ
そ
れ
を
批
判
す
る
著
者
の
論
に
は
、
肯

定
す
ぺ
き
点
が
多
く
、
逸
文
の
作
成
年
代
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
解
決
を
み

た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。

　
な
お
、
本
編
に
は
、
付
論
と
し
て
、
寺
院
統
制
を
必
要
と
す
る
と
い
う

面
で
は
、
律
令
国
家
と
ほ
ぽ
同
一
の
立
場
に
あ
っ
た
江
戸
幕
府
が
、
文
政

年
間
に
各
寺
院
よ
り
呈
出
せ
し
め
た
「
寺
社
書
上
」
な
る
文
書
の
紹
介
が

な
さ
れ
て
い
る
。

　
幕
府
が
千
二
百
の
寺
院
よ
り
上
申
せ
し
め
た
当
該
文
書
が
、
「
御
府
内

備
考
」
な
る
官
版
の
編
集
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
般
に
知
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
二
冊
に
及
ぶ
そ
の
内
容
の
検
討
を
行
っ
た
の

は
、
著
者
が
最
初
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
而
し
て
著
者
は
、
こ
の
書
上
の
書
式
等
よ
り
み
て
、
本
文
書
の
作
成
は
、

単
に
一
書
の
資
料
を
う
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
、
幕
府

の
寺
院
財
産
把
握
の
意
図
が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。

即
ち
、
寺
社
書
上
を
以
て
、
資
財
帳
と
同
一
意
図
の
下
に
成
立
せ
る
も
の

と
み
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
興
味
深
い
間
題
提
起
と
い
え
よ
う
．

　
第
三
部
史
料
編
は
資
財
帳
の
史
料
集
で
あ
っ
て
、
こ
の
種
の
文
書
が
、

各
種
刊
本
に
散
在
し
て
収
め
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
内
容
に
は
、
し
ば
し
ば

錯
誤
が
見
出
さ
れ
る
現
状
に
ふ
ま
え
、
こ
れ
を
一
堂
に
集
め
、
原
本
写
真

を
併
掲
し
、
正
確
な
解
読
を
な
す
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
．
法
制
史
、
政

治
史
を
と
わ
ず
、
そ
の
実
証
研
究
に
お
い
て
、
良
質
な
る
史
料
集
が
要
望

さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
本
編
が
、
今
後
の
研
究
者

に
与
え
る
便
益
は
多
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
再
言
す
る
が
、
律
令
時
代
と
称
さ
れ
る
奈
良
、
平
安
時
代
に
お
い
て
、
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政
府
が
仏
教
を
統
制
せ
ん
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
史
家
は
、
決
し
て
少

く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
統
制
の
継
続
的
手
段
と
し
て
の
資
財
帳
制
の
実

証
的
研
究
は
、
殆
ど
そ
の
例
を
み
ず
、
そ
れ
は
全
く
研
究
の
空
隙
と
も
い

う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
．
本
論
考
は
、
か
か
る
間
隙
に
一
歩
を
ふ
み
入
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
著
者
の
努
力
は
、
大
い
に
評
価
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
資
財
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
研
究
が
、
こ
れ
を
以
て
す
べ
て

解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
著
者
自
身
が
、
そ
の
序
文
に
お
い

て
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
っ
て
、
特
に
本
論
考
に
お
け
る
採
択
史
料
が
、

お
お
む
ね
鎌
倉
前
期
で
お
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
「
前
途
程
遠
」
の
観
を
強

め
ざ
る
を
え
な
い
。

　
鎌
倉
以
降
、
室
町
期
に
い
た
る
ま
で
の
寺
院
に
関
す
る
史
料
、
特
に
訴

訟
史
料
は
、
既
刊
、
未
刊
の
も
の
を
含
め
て
、
き
わ
め
て
お
び
た
だ
し
い
。

従
っ
て
、
そ
れ
等
の
中
よ
り
、
更
に
資
財
帳
、
或
い
は
そ
れ
に
関
連
す
る

新
史
料
を
見
出
す
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え
る

次
第
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
か
く
は
い
っ
て
も
、
右
の
言
は
、
あ
く
ま
で
も
望
蜀
で
あ
っ

て
、
本
論
考
が
、
律
令
国
家
の
重
視
し
た
一
制
度
に
つ
い
て
の
、
殆
ど
最

初
の
研
究
で
あ
る
と
す
る
評
価
は
、
こ
れ
を
動
し
え
な
い
と
考
え
る
。
史

料
採
択
の
範
囲
に
つ
い
て
批
評
を
加
え
た
が
．
そ
れ
は
古
代
制
度
史
研
究

に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
何
人
の
論
考
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
中
世
の
多
量
な
史
料
の
壁
は
、
き
わ
め
て
高
く
、
こ
れ
を
越
え
る
こ

と
は
至
難
の
こ
と
で
あ
る
．
傍
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
松
田
君
が
、
着
実
に

研
究
を
拡
大
し
、
こ
の
未
開
な
原
野
を
、
豊
か
な
る
耕
地
へ
と
転
ず
る
こ

と
を
願
望
す
る
と
い
う
程
度
に
止
め
た
い
。

　
以
上
を
綜
合
し
て
、
審
査
員
一
同
は
、
松
田
君
の
本
論
考
を
以
て
、
法

学
博
士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
適
当
な
る
も
の
と
思
考

し
、
こ
こ
に
一
致
し
て
、
そ
れ
を
推
挽
す
る
次
第
で
あ
る
。
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