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特別記事

特
別
記
事

長
谷
山
彰
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
長
谷
山
彰
君
「
律
外
科
刑
の
基
礎
的
研
究
」

　
長
谷
山
君
の
学
位
請
求
論
文
は
、
奈
良
平
安
時
代
に
お
け
る
刑
事
法
典

「
律
」
に
は
み
え
な
い
刑
罪
で
あ
り
、
か
つ
当
代
史
料
に
頻
発
し
て
い
る
、

所
謂
「
律
外
科
刑
」
を
対
象
と
す
る
研
究
で
あ
っ
て
、
所
論
は
前
後
五
章

に
わ
た
り
、
ほ
ぽ
千
枚
に
及
ぶ
稿
を
費
し
て
い
る
。

　
な
お
、
本
論
文
に
は
、
そ
の
終
章
に
近
江
令
に
は
じ
ま
る
律
令
編
纂
史

約
百
枚
が
附
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
律
令
外
を
論
じ
て
、
律
令
正
文

に
回
帰
す
る
と
い
う
意
味
で
加
え
ら
れ
た
附
論
的
な
も
の
と
理
解
し
て
よ

い
と
思
う
。

　
周
知
の
如
く
、
日
本
律
令
の
母
法
晴
唐
律
令
は
、
約
千
年
の
伝
統
を
負

っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
儒
教
と
法
家
と
を
習
合
せ
る
法
制
と

し
て
は
、
技
術
的
に
ほ
ぽ
完
成
の
域
に
達
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
周
辺
ア

ジ
ア
諸
国
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
な
る
影
響
を
こ
う
む
っ
た
こ
と
は
当
然

の
な
り
行
き
で
あ
る
。
日
本
も
ま
た
、
所
謂
「
法
式
備
定
之
珍
国
」
た
る

こ
と
を
め
ざ
し
て
、
法
制
継
受
に
強
い
意
欲
を
も
や
し
た
。

　
し
か
し
、
晴
唐
の
律
令
に
も
所
詮
は
中
国
社
会
習
俗
の
所
産
で
あ
る
と

い
う
一
面
が
あ
り
、
そ
の
限
界
は
、
日
本
に
お
い
て
こ
れ
を
実
行
す
る
段

階
に
い
た
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
も
た
ら
す
に
い
た
っ
た
．
特
に
律

五
百
条
に
は
、
多
く
の
犯
罪
と
正
刑
閏
刑
と
よ
ば
れ
る
刑
罰
、
更
に
は
詳

細
な
断
獄
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
ま
だ
原
始
呪
術
的
社

会
を
脱
却
し
き
っ
て
い
な
い
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
鶏
を
割
く
に
牛
刀

を
用
い
る
観
を
呈
す
る
場
合
も
少
く
な
か
っ
た
．

　
従
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
は
、
或
は
律
令
正
文
を
改
正
す
る
成
文
法

「
格
式
」
を
使
用
し
、
或
い
は
不
文
法
、
「
例
」
、
「
時
の
行
事
」
等
が
発
達

し
、
よ
り
簡
易
な
科
刑
方
式
が
作
り
出
さ
れ
、
現
実
に
は
そ
れ
が
所
謂

「
生
け
る
法
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
本
論
文
は
、
ま

さ
に
か
か
る
律
以
外
の
規
範
の
体
容
の
解
明
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
奈
良
平
安
時
代
の
律
令
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
学
に
よ
る
部
厚
い
研
究

の
蓄
積
が
存
在
し
て
い
る
．
し
か
し
、
右
の
如
き
法
規
範
に
つ
い
て
は
、

そ
の
研
究
は
明
治
年
間
に
編
集
さ
れ
た
「
古
事
類
苑
」
法
制
部
の
段
階
を

さ
程
越
え
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
現
状
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
第

一
は
、
か
か
る
規
範
の
多
く
は
、
平
安
期
の
公
卿
の
日
乗
類
に
断
片
的
に

散
見
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
史
料
相
互
間
に
お
い
て
矛
盾
が

み
ら
れ
、
そ
の
実
体
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
こ
と
等
で
あ
っ
て
、
要
す
る

に
研
究
者
に
と
っ
て
、
「
労
多
く
し
て
、
功
少
き
」
論
題
に
属
す
る
か
ら

で
あ
る
。

　
本
論
文
に
お
け
る
諸
研
究
は
、
一
読
し
て
知
ら
れ
る
如
く
、
当
代
の
法

書
、
日
記
類
の
殆
ど
す
べ
て
を
読
破
し
、
史
料
を
捜
聚
し
た
上
で
記
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
史
料
間
に
矛
盾
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
い
ず
れ
が
正

確
で
あ
る
か
の
考
証
が
、
も
れ
な
く
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
論
文
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は
、
ま
さ
に
従
前
の
研
究
の
欠
を
補
う
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は

な
い
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
．

　
以
下
常
例
に
従
い
、
そ
の
内
容
を
概
観
し
て
み
よ
う
．

　
本
論
文
の
第
一
章
は
、
怠
状
、
過
状
と
い
わ
れ
る
一
種
の
服
罪
書
の
徴

収
を
必
要
条
件
と
す
る
刑
罪
の
研
究
で
あ
る
。
怠
状
、
過
状
に
つ
い
て
は
、

奈
良
時
代
史
料
に
お
い
て
は
、
一
種
の
仕
末
書
的
な
も
の
と
し
て
見
出
さ

れ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
平
安
期
に
入
り
、
公
罪
、
即
ち
官
吏
の
職
務
執
行

上
の
誤
失
に
対
し
て
、
朝
廷
の
命
令
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
文
書
と
変
じ
、

官
吏
統
制
の
手
段
と
し
て
、
職
制
律
に
か
わ
る
科
刑
と
な
る
に
い
た
っ
た
。

著
者
は
、
か
か
る
理
解
の
上
に
、
当
該
科
刑
の
手
続
に
お
い
て
は
、
文
書

の
提
出
が
、
か
な
ら
ず
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
終
了
も
ま
た
、
文
書
の
返
還

を
以
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
提
出
、
返
還
の
期
間
は
、
数
日

よ
り
数
年
に
い
た
る
不
定
期
で
あ
り
、
そ
の
間
、
そ
の
官
人
は
、
宮
廷
に

お
け
る
重
要
な
行
事
に
は
、
参
加
不
能
と
な
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
．

過
状
の
提
出
が
、
果
し
て
刑
罰
と
意
識
さ
れ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

従
来
殆
ど
論
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
官
吏

閏
刑
の
一
種
で
あ
っ
た
こ
と
．
律
令
の
定
め
る
解
官
よ
り
も
、
更
に
軽
い

停
任
の
効
果
を
生
ず
る
こ
と
が
、
明
瞭
と
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
と
思
う
．

な
お
、
過
状
提
出
と
考
課
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
不
詳
と
さ
れ

て
い
る
が
、
停
任
が
上
目
の
不
足
に
達
す
る
場
合
に
は
、
勤
務
評
定
に
影

響
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
と
思
う
。

　
本
論
文
第
二
章
は
．
前
章
と
の
関
連
に
お
い
て
、
平
安
中
期
以
降
、
雑

犯
に
っ
い
て
の
司
法
機
構
を
独
占
し
た
検
非
違
使
庁
に
お
い
て
、
同
様
に

過
状
、
怠
状
と
称
さ
れ
た
文
書
の
研
究
で
あ
る
．
か
か
る
文
書
は
、
従
来

第
一
章
の
そ
れ
と
混
同
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
．
し
か
し
著
者
は
、
こ
れ

を
同
根
と
い
え
ど
も
、
成
立
期
に
お
い
て
は
異
質
な
も
の
と
し
て
把
握
し

て
い
る
。
即
ち
、
著
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
般
犯
罪
の
断
罪
手

続
の
一
過
程
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
律
を
適
用
す
る
前
提

と
さ
れ
る
自
白
調
書
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
平
安
期
の
史
料
に
お

い
て
は
、
同
語
で
あ
り
な
が
ら
、
異
義
の
も
の
が
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
、

研
究
者
を
ま
ど
わ
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
そ
の
例
の
一
つ
と
考
え
て

よ
い
と
思
う
．

　
な
お
、
本
章
に
お
い
て
は
、
庁
例
の
一
つ
と
し
て
、
着
欽
政
の
数
日
前

に
行
わ
れ
る
「
進
過
状
政
」
な
る
行
事
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
庁

例
は
、
そ
の
大
半
が
「
使
庁
積
習
之
例
」
な
る
不
文
法
の
た
め
に
、
実
例

を
と
ら
え
難
く
、
そ
の
た
め
一
事
と
い
え
ど
も
貴
重
視
さ
れ
て
い
る
。
本

章
に
お
け
る
白
眉
と
も
い
う
べ
き
部
分
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
章
は
、
「
恐
催
」
、
或
い
は
別
名
同
義
の
「
勘
事
」
、
「
勘
責
」
と
、

殿
上
の
籍
を
削
る
「
除
籍
」
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。

　
右
両
者
が
、
比
較
的
上
級
の
官
人
統
制
法
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
一
応
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
論
じ
た
も
の
を
み
な
い
。
本
論
文
は
、
右
に
つ
い
て
百
に
近
い
実
例
を

収
集
し
、
前
者
は
、
天
皇
、
摂
政
に
近
侍
す
る
参
議
、
蔵
人
等
の
所
謂
側

近
官
人
に
科
さ
れ
る
も
の
、
後
者
は
、
五
位
以
上
の
殿
上
人
に
科
さ
れ
る

も
の
と
の
区
別
を
た
て
．
い
ず
れ
も
公
務
執
行
停
止
の
効
果
を
発
生
さ
せ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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こ
れ
等
両
者
は
、
い
ず
れ
も
公
罪
に
対
し
て
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

殿
上
人
の
多
く
は
、
側
近
官
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
科
刑
対
象
が
重
畳
す
る

場
合
が
多
い
．
著
者
は
、
か
か
る
場
合
に
は
、
恐
催
は
十
目
を
越
え
な
い

の
が
常
例
と
さ
れ
、
除
籍
は
、
そ
れ
よ
り
も
重
罪
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と

し
て
い
る
。

　
右
の
如
き
刑
罪
は
、
い
ず
れ
も
過
状
の
如
く
文
書
の
提
出
、
受
理
を
必

要
と
せ
ず
、
権
力
老
の
意
向
次
第
で
、
即
時
一
方
的
に
こ
れ
を
科
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
而
し
て
、
挙
示
さ
れ
て
い
る
実
例
よ
り
す
る
と
、
誤
失
の
内
容
は
、
過

状
の
場
合
よ
り
更
に
あ
い
ま
い
で
あ
っ
て
、
刑
を
科
さ
れ
た
者
で
さ
え
、

何
故
に
処
罰
さ
れ
た
の
か
、
最
後
ま
で
判
断
で
き
な
い
事
例
さ
え
存
在
し

て
い
る
。
著
者
が
論
ず
る
如
く
、
摂
関
の
独
裁
が
か
か
る
刑
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
と
え
軽
罪
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

制
度
史
上
重
要
な
意
義
あ
り
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
第
四
章
は
、
格
制
違
反
に
対
し
て
、
一
般
的
に
科
せ
ら
れ
る
違
勅

罪
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
．

　
違
勅
罪
に
関
し
て
は
、
そ
の
源
流
、
或
い
は
、
刑
の
限
度
等
に
つ
い
て

疑
義
が
多
く
、
先
学
の
所
説
に
は
大
き
な
径
庭
が
見
出
さ
れ
る
。

　
著
者
は
、
か
か
る
点
に
留
意
し
て
、
殆
ど
徹
底
的
に
史
料
を
整
理
し
、

そ
の
結
果
、
第
一
に
、
違
勅
罪
な
る
刑
罪
は
、
唐
初
の
法
制
に
そ
の
先
蹴

が
み
ら
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
日
本
史
料
に
そ
の
実
例
が
す
こ
ぶ
る
多
い

の
は
．
格
制
の
性
格
に
つ
い
て
、
日
唐
両
制
の
間
に
差
が
あ
り
、
日
本
格

は
、
か
な
ら
ず
し
も
禁
制
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
違
反
に
対
す
る

刑
が
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
違
令
．
違
式
に
対
す

る
違
格
、
即
ち
違
勅
罪
を
必
要
と
す
る
度
合
が
高
く
な
っ
た
こ
と
、
第
三

に
、
違
勅
罪
の
刑
罰
は
、
平
安
初
期
に
お
い
て
は
、
勅
断
を
以
て
こ
れ
を

定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
刑
の
限
度
は
、
延
暦
十
九
年
格
よ
り

推
量
す
る
に
、
大
体
徒
刑
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
第
四
に
、
か
か
る
勅
断

が
慣
習
化
し
、
違
勅
罪
は
、
徒
二
年
程
度
と
の
認
識
が
一
般
化
し
、
そ
れ

を
も
と
と
し
て
、
明
法
家
が
、
そ
の
法
的
根
拠
を
職
制
律
詔
書
施
行
而
違

条
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
等
の
結
論
に
到
達
し
て
い
る
．

　
遠
勅
罪
に
対
す
る
明
法
家
の
学
説
に
は
、
強
弁
と
も
い
う
べ
き
飛
躍
が

あ
り
、
彼
等
が
何
故
に
か
か
る
援
引
を
行
っ
た
の
か
、
筆
者
も
ま
た
、
そ

の
説
明
に
困
っ
た
経
験
を
有
し
て
い
る
．
著
者
の
論
は
、
真
に
合
理
的
で

あ
っ
て
、
永
年
の
疑
義
を
氷
解
せ
し
め
る
も
の
と
い
え
る
と
思
う
。

　
本
書
第
五
章
は
、
平
安
以
降
、
室
町
期
に
い
た
る
ま
で
、
上
級
官
人
に

し
ば
し
ば
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
「
放
氏
」
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。

「
放
氏
」
な
る
科
刑
は
、
元
来
は
氏
族
の
長
が
そ
の
族
員
を
氏
族
外
に
追

放
す
る
と
い
う
私
的
制
裁
よ
り
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．
し
か
し
、

か
か
る
制
裁
は
、
統
一
国
家
の
成
立
と
と
も
に
、
本
来
の
意
味
を
失
い
、

各
氏
族
が
国
政
上
の
職
掌
を
分
有
す
る
と
い
う
体
制
の
下
に
、
当
該
官
職

を
世
襲
す
る
権
限
を
消
失
せ
し
め
る
と
い
う
制
度
と
し
て
、
そ
の
存
続
が

可
能
と
な
っ
た
．

　
而
し
て
、
そ
れ
は
藤
原
氏
が
、
国
家
の
重
要
官
職
を
独
占
す
る
に
い
た

っ
て
、
特
に
同
氏
に
お
い
て
、
公
的
色
彩
濃
厚
な
制
裁
と
な
る
に
い
た
っ

た
。
藤
原
氏
に
お
い
て
は
、
放
氏
の
権
を
有
し
た
者
は
、
そ
の
氏
の
長
者
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と
藤
原
氏
の
守
護
神
春
目
大
社
を
管
理
し
た
興
福
寺
と
で
あ
る
．

　
か
か
る
叙
述
の
後
、
著
者
は
放
氏
権
は
平
安
初
期
に
い
た
る
ま
で
、
氏

長
者
の
専
権
で
あ
っ
た
が
、
中
期
以
降
興
福
寺
が
藤
原
氏
族
人
の
同
寺
法

会
に
参
加
す
る
義
務
を
足
が
か
り
と
し
て
、
加
う
る
に
大
衆
の
軍
事
力
を

そ
の
背
景
と
な
し
、
こ
れ
を
獲
得
し
、
遂
に
は
長
者
の
権
は
、
有
名
無
実

に
帰
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
次
に
、
放
氏
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
辞
官
を
強
要
さ
れ
る
と
す
る
説
と
、

停
任
に
止
ま
る
と
い
う
説
と
が
あ
る
が
、
著
者
は
、
そ
の
多
く
の
実
例
に

お
い
て
、
続
氏
、
即
ち
放
氏
の
免
除
に
い
た
る
ま
で
、
自
宅
に
謹
慎
す
る

に
止
ま
り
、
辞
官
す
る
老
は
ま
れ
で
あ
る
処
よ
り
、
停
任
と
み
る
の
が
妥

当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
放
氏
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
研
究
も
、
決
し
て
少
く
な
い
が
、
そ
の
多

く
は
、
「
山
階
道
理
」
、
即
ち
興
福
寺
大
衆
の
無
理
無
体
を
論
ず
る
こ
と
に

急
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
限
の
由
来
、
法
的
効
果
な
ど
に
は
、
殆
ど
ふ
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
本
章
は
、
放
氏
の
研
究
に
新
方
面
を
開
い
た
も
の
と
い
っ

て
よ
い
と
思
う
。

　
第
六
章
、
律
令
編
纂
史
は
、
附
論
で
あ
り
、
か
つ
先
人
の
学
説
を
整
理

紹
介
し
た
部
分
が
多
い
か
ら
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
省
略
し

た
い
。
而
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
養
老
律
令
の
編
纂
期
に
つ
い
て
の

論
争
に
関
連
し
て
、
著
者
が
新
史
料
を
挙
げ
て
、
新
律
令
養
老
二
年
成
立

否
定
説
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
の
み
を
特
記
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
新
史
料
と
は
、
続
紀
、
養
老
三
年
十
月
の
条
に
み
え
る
詔
文
で
あ

っ
て
、
そ
れ
に
は
律
令
の
沿
革
が
叙
さ
れ
、
つ
い
で
、
大
宝
律
令
を
以
て

「
恒
法
」
と
な
す
と
の
み
あ
っ
て
、
新
律
令
に
は
ふ
れ
る
処
か
な
い
．
こ

れ
は
ま
さ
に
養
老
律
令
が
、
少
く
と
も
三
年
十
月
に
い
た
っ
て
も
、
い
ま

だ
完
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
注
目
に
価
い

す
る
．
養
老
律
令
の
成
立
期
に
つ
い
て
の
論
争
は
、
既
に
半
世
紀
に
わ
た

っ
て
続
け
ら
れ
、
十
指
を
越
す
史
学
者
、
法
制
史
家
が
こ
れ
に
参
加
し
て
、

史
料
は
殆
ど
出
つ
く
し
た
と
思
考
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
所
論
は
、
か
か

る
対
立
説
の
バ
ラ
ン
ス
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
、
著

者
が
将
来
、
本
格
的
に
論
争
に
参
加
す
る
場
合
に
、
有
力
な
足
が
か
り
を

も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．

　
再
言
す
る
が
、
本
論
文
は
、
平
安
期
以
降
に
お
い
て
、
主
と
し
て
官
人

統
制
の
手
段
と
し
て
、
職
制
律
に
か
え
て
使
用
さ
れ
た
「
例
」
に
関
す
る

基
礎
的
研
究
で
あ
っ
て
、
か
か
る
規
範
を
網
羅
的
に
対
象
と
し
た
専
書
は
、

本
著
述
を
以
て
最
初
と
な
す
と
考
え
ら
れ
る
．
本
書
を
も
の
す
る
に
当
り
、

著
者
が
信
条
と
せ
し
も
の
は
、
実
証
主
義
に
徹
す
る
と
す
る
一
事
で
あ
っ

て
、
群
籍
を
博
捜
し
て
、
多
く
の
史
料
を
収
集
し
、
論
証
を
よ
り
確
実
な

ら
し
め
よ
う
と
す
る
意
欲
は
、
諸
論
考
の
行
間
に
、
ま
ざ
ま
ざ
と
見
出
し

う
る
．
本
論
文
が
、
古
代
法
制
史
の
分
野
に
も
た
ら
す
便
益
は
多
大
で
あ

る
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

　
勿
論
、
律
外
の
科
刑
に
つ
い
て
は
、
所
論
の
外
に
、
先
学
の
研
究
が
既

に
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
る
使
庁
庁
例
の
研
究
、
官
人
左
降
の
論
題
等

が
存
在
し
て
い
る
。
本
論
文
は
、
こ
れ
等
を
敢
え
て
論
じ
て
い
な
い
が
、

著
者
は
か
か
る
諸
問
題
の
解
明
に
つ
い
て
も
、
更
に
野
心
的
な
新
説
を
構

成
発
表
す
る
意
欲
を
有
し
て
い
る
如
く
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
特
に
本
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論
文
の
第
二
章
に
お
い
て
．
顕
然
示
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
将
来
に
お
い

て
、
更
に
研
究
を
発
展
せ
し
め
、
「
前
途
」
な
お
「
程
遠
し
」
と
い
え
ど

も
、
当
該
論
題
の
す
べ
て
を
論
じ
つ
く
す
こ
と
を
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
さ
て
、
望
蜀
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
論
文
は
、
以
上
縷
説
せ
る
如
く
、

そ
の
題
名
に
み
え
る
「
基
礎
的
研
究
」
と
い
う
用
語
を
充
分
に
満
す
も
の

で
あ
っ
て
、
法
史
家
に
と
っ
て
．
ま
さ
に
「
空
谷
の
足
音
」
と
も
称
し
う

る
も
の
で
あ
る
。

　
傍
っ
て
、
こ
こ
に
審
査
員
一
同
は
、
一
致
し
て
本
論
を
以
て
、
法
学
博

士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
け
る
に
適
当
な
る
も
の
と
考
え
、
こ

れ
を
推
挽
す
る
次
第
で
あ
る
。
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