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特別記事

特
別
記
事

霞
信
彦
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
霞
信
彦
君
よ
り
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
論
著
『
明
治
初
期

刑
事
法
の
基
礎
的
研
究
』
（
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
叢
書
⑩
・
平
成

二
年
十
月
上
梓
）
は
、
同
君
が
「
こ
れ
ま
で
研
究
を
進
め
て
き
た
明
治
初

期
の
普
通
刑
法
（
仮
刑
律
・
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
・
旧
刑
法
）
お
よ
び
、

同
時
期
の
軍
刑
法
に
係
わ
る
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
」
（
同
書
・
は
じ
め

に
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
同
書
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
内
容
か
ら
成
る
．

　
は
じ
め
に

本
篇

　
①
旧
刑
法
第
三
一
一
条
に
関
す
る
一
考
察

　
②
自
首
条
の
適
用
を
あ
ぐ
る
若
干
の
考
察

　
③
「
鶏
姦
規
定
」
考

　
④
児
島
惟
謙
「
賭
博
罪
廃
止
意
見
」
に
関
す
る
若
干
の
考
察

　
⑤
仮
刑
律
「
八
虐
六
議
」
条
の
削
除
に
つ
い
て

　
⑥
明
治
七
年
司
法
省
第
一
〇
号
布
達
の
成
立
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察

　
⑦
明
治
七
年
司
法
省
第
一
〇
号
布
達
施
行
直
後
の
伺
・
指
令

外
篇

　
①
「
陸
軍
律
刑
法
草
案
』
考

　
②
陸
軍
刑
法
編
纂
と
津
田
真
道

　
③
陸
軍
刑
法
の
制
定

　
　
　
－
陸
軍
刑
法
草
案
審
査
局
開
設
以
後
の
陸
軍
刑
法
編
纂
ー

　
④
竹
橋
暴
動
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　
1
と
く
に
陸
軍
砲
兵
少
尉
内
山
定
吾
の
処
分
を
中
心
と
し
て

　
い
わ
ゆ
る
明
治
刑
法
史
研
究
に
お
い
て
、
数
多
の
先
行
業
績
の
あ
る
刑

法
編
纂
史
の
攻
究
ー
別
し
て
刑
法
典
の
編
纂
過
程
や
編
纂
関
係
者
を
め

ぐ
る
顕
著
な
研
究
段
階
の
伸
展
f
に
比
し
て
、
著
し
く
研
究
の
立
ち
遅

れ
が
目
立
つ
の
が
．
お
そ
ら
く
は
刑
事
法
の
実
定
法
規
定
と
刑
事
裁
判
を

め
ぐ
る
研
究
領
域
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
霞
君
は
開
陳
す
る
。
「
仮
刑
律
よ
り
旧
刑
法
に
至
る
、
い
わ
ゆ
る
明
治

初
期
刑
法
典
の
編
纂
経
緯
や
編
纂
者
に
関
す
る
研
究
は
、
近
年
飛
躍
的
に

進
展
し
、
そ
の
全
体
像
の
大
な
る
部
分
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
さ

に
、
多
く
の
研
究
者
達
の
努
力
の
賜
物
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
う
し

た
先
学
の
業
績
に
依
拠
し
、
わ
れ
わ
れ
が
次
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
、

上
掲
諸
法
典
の
内
容
を
精
査
し
、
個
々
の
法
条
の
出
自
の
確
認
を
な
す
こ

と
で
あ
り
、
併
せ
て
、
各
刑
法
典
が
施
行
さ
れ
た
後
に
、
当
時
の
裁
判
に

お
い
て
．
い
か
な
る
解
釈
の
も
と
で
適
用
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
追
求
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
内
容
研
究
〉
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
（
同
書
・
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は
じ
め
に
）
。

　
ま
こ
と
に
肯
肇
を
え
た
言
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
，
近
年

の
同
君
の
主
た
る
問
題
関
心
は
、
刑
法
編
纂
史
に
比
重
を
お
く
従
前
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

題
意
識
か
ら
や
や
軌
道
修
正
を
こ
こ
ろ
み
、
い
わ
ば
明
治
初
期
刑
事
司
法

へ

史
と
も
名
づ
け
ら
る
べ
き
ほ
と
ん
ど
未
開
拓
の
研
究
分
野
に
移
行
し
つ
つ

あ
る
、
と
の
感
を
強
く
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
新
た
な
る
特
殊
研
究
領
域

に
お
い
て
同
君
は
疑
い
も
な
く
現
時
の
学
界
の
ト
ッ
プ
・
レ
ペ
ル
を
占
め

て
い
る
、
と
評
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
以
下
に
お
い
て
、
本
篇
に
収
録
さ
れ
る
各
論
稿
に
つ
き
、
紹
介
・
検
討

を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
『
旧
刑
法
第
三
二
条
に
関
す
る
一
考
察
」

　
旧
刑
法
第
三
一
一
条
、
す
な
わ
ち
「
本
夫
の
姦
夫
姦
婦
に
対
す
る
、
姦

所
に
お
け
る
殺
傷
に
つ
い
て
宥
恕
減
軽
を
認
め
る
規
定
」
を
め
ぐ
り
、
そ

の
法
条
の
形
成
経
緯
，
判
例
に
よ
る
本
条
適
用
の
実
際
、
学
説
上
指
摘
さ

れ
た
本
条
の
問
題
点
な
ど
の
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
論
考
で
あ
る
。

　
旧
刑
法
第
三
二
条
と
そ
の
母
法
と
目
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
三
二

四
条
二
項
（
但
し
一
九
七
五
年
七
月
一
一
日
・
法
律
六
一
七
号
一
七
条
に
よ
り
本

項
削
除
）
と
の
間
に
は
、
一
見
し
て
歴
然
た
る
相
異
点
が
存
す
る
。
本
稿

前
半
に
お
い
て
、
論
者
は
、
こ
の
よ
う
な
母
法
の
修
正
が
旧
刑
法
制
定
の

い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
、
何
人
の
発
案
に
よ
っ
た
の
か
、
に
つ
き
考
証

を
加
え
る
。
元
老
院
刑
法
審
査
局
周
辺
の
叙
述
は
や
や
手
薄
の
感
が
な
く

は
な
い
が
、
そ
の
部
分
以
外
は
き
わ
め
て
精
緻
な
考
証
で
あ
っ
て
、
「
白

耳
義
」
・
「
伊
太
利
」
刑
法
典
の
影
響
の
指
摘
も
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

本
稿
後
半
は
、
旧
刑
法
第
三
一
一
条
の
適
用
の
実
際
と
学
説
の
動
向
に
つ

い
て
．
実
証
的
に
詳
論
す
る
。
説
得
力
の
あ
る
論
述
と
い
え
よ
う
．

　
旧
刑
法
第
三
二
条
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
通
し
て
．
わ
が
国
最
初
の
近

代
法
典
と
も
い
う
べ
き
旧
刑
法
が
、
お
雇
い
外
国
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
信

念
と
思
想
の
実
現
の
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
の
失
望
の
所
産
で
も
あ

っ
た
こ
と
を
改
め
て
知
る
の
で
あ
る
。

　
②
「
自
首
条
の
適
用
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察
」

　
自
首
条
は
、
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
律
系
統
刑
法
典
に
特
有
な
規
定

で
あ
る
。
本
論
は
、
ま
ず
「
府
県
伺
留
』
を
は
じ
め
と
す
る
伺
留
系
統
の

伺
・
指
令
集
の
個
々
の
記
録
か
ら
、
自
首
条
が
本
来
の
立
法
目
的
に
そ
ぐ

わ
な
い
形
で
運
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
史
料
的
に
閲
明
に
す
る
。
し
か

し
、
つ
ぎ
に
、
そ
の
よ
う
な
実
務
状
況
下
に
あ
り
な
が
ら
、
並
行
し
て
進

め
ら
れ
て
い
た
旧
刑
法
「
自
首
減
軽
』
規
定
の
編
纂
過
程
中
に
、
鶴
田
皓

は
、
自
首
規
定
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
律
刑
法
上
の
原
則
に
固
執
し
つ

づ
け
た
態
様
に
触
れ
、
論
者
は
、
同
問
題
を
旧
刑
法
編
纂
過
程
に
接
続
し

て
考
え
る
意
向
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
お
雇
い
外
国
人
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
こ
の
自
首
減
軽
の
制
度
を
『
良
法

ナ
リ
」
と
評
価
し
、
彼
の
刑
法
理
論
で
再
構
成
し
て
草
案
へ
の
導
入
を
図

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
自
首
減
軽
の
制
度
は
「
欧
羅
巴
各
国
ノ
法

律
ヨ
リ
論
ス
レ
ハ
全
ク
新
法
」
で
あ
っ
た
。
自
首
減
軽
が
．
な
ぜ
．
西
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
制
度
と
し
て
発
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
．
こ
の
問
題

を
追
究
す
る
こ
と
は
、
彼
我
の
く
法
文
化
V
の
差
異
を
解
明
す
る
一
つ
の

手
が
か
り
と
な
る
に
違
い
な
い
。
示
唆
に
富
む
好
編
と
い
え
よ
う
。
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③
「
『
鶏
姦
規
定
』
考
」

　
改
定
律
例
第
二
六
六
条
は
、
明
治
以
降
の
わ
が
刑
法
典
中
、
最
初
に
し

て
唯
一
の
鶏
姦
処
罰
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
明
治
五
年

の
白
川
県
伺
を
端
緒
と
し
、
司
法
省
に
よ
っ
て
立
案
さ
れ
、
太
政
官
に
伺

い
出
さ
れ
た
「
鶏
姦
条
例
」
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
．
本
論
文
は
、
と
く

に
こ
の
条
文
を
採
り
上
げ
、
そ
の
施
行
時
期
、
運
用
、
旧
刑
法
編
纂
と
の

関
係
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
詳
密
な
考
察
を
こ
こ
ろ
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
④
「
児
島
惟
謙
『
賭
博
罪
廃
止
意
見
』
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」

　
本
稿
は
、
論
者
の
推
進
し
て
い
る
、
伺
・
指
令
集
を
通
じ
た
明
治
初
期

刑
事
司
法
史
研
究
の
途
上
、
偶
目
し
た
児
島
惟
謙
に
よ
る
「
賭
博
罪
廃
止

意
見
』
に
つ
い
て
の
解
題
を
目
的
と
す
る
。

　
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
時
代
に
お
け
る
〈
外
国
法
の
影
響
〉
を
考
究

す
る
点
か
ら
も
、
ま
た
、
近
代
法
学
の
専
門
教
育
を
受
け
て
い
な
か
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
児
島
の
、
西
欧
法
の
理
解
度
を
窺
知
す
る
点
か
ら
も
、

興
趣
あ
る
論
策
で
あ
ろ
う
．

　
⑤
「
仮
刑
律
『
八
虐
六
議
』
条
の
削
除
に
つ
い
て
」

　
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
時
代
の
〈
外
国
法
の
影
響
〉
に
関
連
し
て
．

『
八
虐
六
議
」
条
の
消
滅
も
そ
の
結
果
で
あ
る
、
と
論
者
は
説
述
す
る
。

　
⑥
「
明
治
七
年
司
法
省
第
一
〇
号
布
達
の
成
立
を
め
ぐ
る
若
干
の
考

　
　
察
」

　
本
稿
の
背
景
に
あ
る
論
者
の
意
図
は
、
当
時
の
「
指
令
裁
判
」
を
主
導

し
た
明
法
寮
の
申
律
課
の
記
録
中
に
う
か
が
え
る
同
一
の
布
達
1
す
な

わ
ち
明
治
七
年
司
法
省
第
一
〇
号
布
達
ー
に
複
数
の
伺
が
集
中
し
た
現

象
に
つ
い
て
、
当
時
の
「
指
令
裁
判
』
実
務
に
お
け
る
そ
の
現
象
そ
の
も

　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
の
意
味
と
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象
が
惹
起
さ
れ
た
か
を
考
究
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
論
者
は
、
そ
う
し
た
同
布
達
に
つ
い
て

の
考
察
を
す
す
め
る
第
一
段
階
の
作
業
と
し
て
、
同
布
達
形
成
の
端
緒
と

な
っ
た
明
治
六
年
十
二
月
四
日
の
司
法
省
伺
i
と
り
わ
け
そ
の
伺
の
提

　
ヤ
　
　
　
ヤ

起
原
由
1
に
焦
点
を
絞
り
考
証
を
こ
こ
ろ
み
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
が
本

　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

論
文
の
直
接
的
目
的
と
い
え
よ
う
．

　
問
題
と
な
る
明
治
七
年
司
法
省
第
一
〇
号
布
達
（
以
下
、
「
同
布
達
」
）
と

は
、
同
年
五
月
十
三
日
に
司
法
省
か
ら
発
令
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
．
「
凡

姦
事
他
人
ノ
指
称
二
係
ル
者
ハ
論
ス
ル
コ
ト
勿
レ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
の
焦
点
は
、
つ
ぎ
の
一
史
料
に
絞
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
犯

姦
ノ
儀
二
付
伺
」
と
題
さ
れ
た
、
明
治
六
年
十
二
月
四
目
付
、
右
大
臣
・

岩
倉
具
視
あ
て
に
提
起
さ
れ
た
司
法
省
伺
で
あ
り
、
原
史
料
の
精
査
を
通

じ
て
、
「
同
布
達
」
制
定
・
発
令
の
起
点
が
そ
こ
に
求
め
ら
れ
、
論
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

こ
れ
を
「
同
布
達
」
の
「
原
案
」
と
ま
ず
位
置
づ
け
る
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
本
「
原
案
」
発
議
原
由
を
探
索
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
「
原
案
」
は
「
有
夫
姦
の
告
訴
権
を
本
夫
の
専
権
に
帰
す

こ
と
」
を
旨
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
案
形
成
の
直
接
的
契
機
は
、

伺
・
指
令
の
実
務
の
中
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
み
え
、
そ
れ

以
前
の
伺
・
指
令
の
中
に
、
同
「
原
案
』
発
議
の
プ
ロ
セ
ス
を
窺
知
す
る

手
が
か
り
は
見
出
し
え
な
い
と
す
る
。
し
か
し
「
姦
事
私
和
之
儀
二
付
伺
』

な
る
筑
摩
県
伺
に
対
す
る
明
治
七
年
七
月
二
十
八
日
の
司
法
省
指
令
中
に

存
す
る
、
「
有
夫
姦
ハ
必
ス
本
夫
ノ
告
訴
ヲ
挨
テ
受
理
断
決
」
「
其
容
隠
シ
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テ
官
二
告
サ
ル
者
ハ
不
問
二
置
ク
』
な
る
文
言
に
は
、
「
原
案
」
も
い
う

「
有
夫
姦
の
告
訴
権
の
本
夫
専
属
」
と
、
「
姦
事
私
和
不
問
」
と
を
関
連
づ

け
る
何
ら
か
の
示
唆
が
与
え
ら
れ
る
．
と
い
う
。
そ
こ
で
本
稿
の
叙
述
は
．

「
原
案
」
以
前
に
再
び
遡
及
し
、
後
者
の
「
姦
事
私
和
」
に
つ
き
各
裁
判

所
か
ら
提
出
さ
れ
た
伺
と
そ
れ
に
対
す
る
指
令
の
諸
例
中
に
、
本
来
正
条

な
き
「
姦
事
私
和
』
を
『
不
問
』
と
し
て
処
理
す
る
方
針
が
確
立
し
て
い

く
経
過
を
追
跡
し
、
結
局
そ
の
方
針
は
、
さ
き
の
筑
摩
県
に
応
え
る
司
法

省
指
令
の
、
論
者
に
よ
る
解
釈
か
ら
え
ら
れ
る
、
「
有
夫
姦
に
お
け
る
本

夫
の
保
護
救
済
」
に
主
導
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
「
根
本
の
理
由
」
を

見
出
す
こ
と
が
出
来
る
、
と
結
ん
で
い
る
。

　
本
稿
の
眼
目
は
、
そ
の
結
語
に
も
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
初
年
の

「
指
令
裁
判
」
実
務
の
実
態
を
可
能
な
限
り
史
料
上
の
文
言
に
忠
実
に
再

現
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
明
治
七
年
司
法
省
第
一
〇
号
布
達
ー
と
り
あ

え
ず
は
そ
の
「
原
案
」
i
に
結
実
し
て
い
く
立
法
方
針
が
、
明
法
寮
当

局
者
に
よ
り
明
確
化
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
明
示
し
た
点
に
あ
る
。
明

法
寮
に
つ
い
て
の
博
士
・
沼
正
也
に
よ
る
先
駆
的
業
績
に
底
礎
・
追
縦
し

つ
つ
、
明
法
寮
に
お
け
る
「
伺
・
指
令
裁
判
」
と
立
法
的
活
動
と
の
協
働

関
係
が
、
一
布
達
「
原
案
」
を
め
ぐ
っ
て
、
き
わ
め
て
厳
密
に
解
明
さ
れ

た
、
と
思
考
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。

　
⑦
『
明
治
七
年
司
法
省
第
一
〇
号
布
達
施
行
直
後
の
伺
・
指
令
」

　
本
論
は
、
前
掲
⑥
論
文
に
お
い
て
え
ら
れ
た
、
明
治
七
年
司
法
省
第
一

〇
号
布
達
の
布
達
案
が
上
呈
さ
れ
た
原
由
（
す
な
わ
ち
立
法
趣
旨
）
を
ふ
ま

え
、
同
布
達
が
明
法
寮
の
主
導
す
る
「
伺
・
指
令
裁
判
」
に
お
い
て
、
ど

の
よ
う
に
解
釈
・
適
用
さ
れ
て
い
た
か
を
、
『
口
書
系
統
」
・
「
伺
留
系
統
」

の
原
史
料
の
な
か
に
再
現
す
る
こ
と
に
目
的
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
明
治
八
年
五
月
四
日
の
明
法
寮
廃
止
に
い
た
る
ま
で
の
期
間
に
提
起
さ

れ
た
、
当
該
司
法
省
第
一
〇
号
布
達
を
め
ぐ
る
質
疑
を
ふ
く
む
伺
は
．
二

一
件
を
数
え
る
。
本
論
は
．
そ
れ
ら
を
精
査
し
て
一
覧
表
に
ま
と
め
、
三

分
類
に
大
別
し
て
内
容
的
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。

　
本
論
は
、
そ
の
表
題
か
ら
も
充
分
に
想
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
お
り
、

前
掲
⑥
論
文
の
続
考
を
成
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
本
論
で

見
事
に
展
開
さ
れ
抽
出
さ
れ
た
所
説
を
も
っ
て
、
改
め
て
論
者
の
全
体
的

構
想
の
な
か
に
前
掲
⑥
論
文
の
位
置
づ
け
が
可
能
に
な
っ
た
、
と
も
い
え

よ
う
。

二
つ
の
布
達
・
法
令
を
め
ぐ
る
記
録
を
可
能
な
か
ぎ
り
収
集
し
て
そ
の

運
用
の
実
態
を
解
明
す
る
」
と
い
う
論
者
の
従
前
か
ら
の
研
究
方
法
が
変

わ
る
こ
と
な
く
採
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
，
本
論
で
は
、
一
つ
の
布
達

史
料
解
題
を
超
え
て
、
論
者
の
「
伺
・
指
令
裁
判
」
研
究
を
め
ぐ
る
現
時

点
に
お
け
る
い
わ
ば
集
大
成
的
試
論
が
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

大
い
に
特
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
た
と
え
ば
法
令
の
運

用
・
適
用
を
め
ぐ
る
明
法
寮
指
令
の
一
貫
性
に
つ
い
て
論
者
の
明
ら
か
に

し
え
た
こ
と
は
、
今
目
的
「
法
」
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
当
然
視
さ

れ
る
可
能
性
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
．
史
料
に

き
わ
め
て
忠
実
な
立
論
を
経
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ア
セ
イ
・
コ
ウ
セ
イ
」

裁
判
と
一
言
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
明
治
草
創
期
の
司
法
状
況
下
の

ヤ
　
　
ヤ

実
態
を
シ
ピ
ア
に
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
と
き
、
そ
の
導
出
さ
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れ
る
結
論
も
自
ず
と
今
日
的
理
解
と
は
別
異
の
性
質
を
帯
び
、
む
し
ろ
、

わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
「
近
代
的
法
的
思
惟
」
の
所
与
性
が
、
歴
史
的
に
反

省
さ
れ
る
契
機
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
も
思
量
さ
れ
る
。

　
と
ま
れ
．
本
論
を
熟
読
し
て
、
論
老
の
卓
抜
な
史
料
操
作
に
基
礎
を
お

く
諸
見
解
に
は
迫
力
さ
え
感
じ
ら
れ
、
従
前
・
ほ
と
ん
ど
未
墾
の
原
野
の

ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
「
伺
・
指
令
裁
判
」
体
制
の
研
究
も
、
よ
う
や
く

論
者
に
よ
っ
て
新
た
な
る
地
平
が
開
拓
さ
れ
た
、
と
の
感
を
禁
じ
え
な
い
。

　
以
上
、
本
篇
に
収
載
さ
れ
る
論
策
は
右
の
七
編
で
あ
る
が
、
外
篇
と
し

て
・
明
治
十
五
年
陸
軍
刑
法
の
編
纂
に
関
係
す
る
三
論
考
と
、
そ
れ
と
ほ

ぽ
時
を
同
じ
く
し
て
惹
起
し
た
「
竹
橋
暴
動
」
に
か
か
わ
る
軍
事
裁
判
に

取
材
し
た
一
編
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
史
料
に
裏
付
け
ら
れ

た
興
趣
ふ
か
い
考
究
と
評
価
し
た
い
。

　
こ
こ
で
、
霞
信
彦
君
に
、
い
さ
さ
か
望
蜀
の
言
を
呈
し
た
い
。
巨
視
的

な
面
と
し
て
、
日
本
近
代
法
史
研
究
に
お
け
る
視
野
の
広
さ
を
希
求
し
た

い
．
こ
の
点
に
留
意
さ
れ
る
な
ら
ば
、
同
君
の
学
問
的
考
究
は
、
将
来
に

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ

向
っ
て
，
よ
り
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
も
の
に
な
る
に
違
い
な
い
。
同
君
の

大
成
を
願
っ
て
，
あ
え
て
二
言
を
弄
し
た
し
だ
い
で
あ
る
。

　
以
上
、
霞
信
彦
君
よ
り
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
論
著
『
明

治
初
期
刑
事
法
の
基
礎
的
研
究
』
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
審
査
員
一
同
は
、

慎
重
の
う
え
に
も
慎
重
な
る
検
討
を
加
え
た
結
果
．
そ
こ
に
開
陳
さ
れ
た

同
君
の
優
れ
た
学
識
を
高
く
評
価
し
、
同
君
に
法
学
博
士
（
慶
慮
義
塾
大
学
）

の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当
な
り
，
と
の
結
論
に
到
達
し
、
こ
れ
を

強
く
推
挽
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
成
三
年
六
月
二
十
一
日

主
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

　
　
　
慶
懸
義
塾
大
学
名
誉
教
授

副
査

　
　
　
常
葉
学
園
富
士
短
期
大
学
学
長

副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
博
士
向
井
健

法
学
博
士
　
利
光
三
津
夫

法
学
博
士
　
中
村
　
勝
範
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