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特
別
記
事

田
上
雅
徳
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　た

の
う
え
ま
さ
な
る

田
上
雅
徳
君
が
提
出
し
た
、
博
士
学
位
請
求
論
文
「
初
期
カ
ル
ヴ

ァ
ン
の
政
治
思
想
」
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
ル
タ
ー
の
影

　
　
⑲
　
フ
ラ
ン
ス
宗
教
改
革

　
　
口
　
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
初
版
と
ル
タ
i

　
　
口
　
『
綱
要
』
初
版
の
政
治
思
想
的
問
題
－
律
法
と
福
音
l

　
　
O
　
都
市
と
宗
教
改
革

　
　
口
　
教
会
論
の
展
開

　
　
口
　
聖
霊
と
政
治

終
　
章

　
二
　
都
市
・
教
会
・
政
治

特別記事

第
一
章
問
題
の
所
在

　
一
　
カ
ル
ヴ
ァ
ン
政
治
思
想
研
究
を
め
ぐ
る
「
こ
れ
ま
で
」

　
　
O
　
民
主
主
義
的
枠
組
み

　
　
⇔
　
主
権
論
的
枠
組
み

　
ニ
　
カ
ル
ヴ
ァ
ン
政
治
思
想
研
究
を
め
ぐ
る
「
こ
れ
か
ら
」

第
二
章
　
一
六
世
紀
国
家
と
西
欧
精
神
史

　
一
　
近
代
国
家
と
政
教
体
制

　
二
　
人
文
主
義
と
政
治

　
三
　
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
の
迷
走

第
三
章
　
『
セ
ネ
カ
寛
容
論
注
解
』
に
お
け
る
政
治

　
一
　
『
セ
ネ
カ
寛
容
論
注
解
』
ま
で
の
道

　
ニ
　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
古
典
研
究

第
四
章
　
福
音
主
義
の
政
治
思
想

　
田
上
君
が
本
論
文
で
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治

思
想
史
の
中
で
の
宗
教
改
革
者
・
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（
一
五
〇

九
～
一
五
六
四
）
の
位
置
づ
け
を
再
検
討
し
、
修
正
す
る
こ
と
で
あ

る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
思
想
に
対
す
る
評
価
と
位
置
づ
け
に
お
い
て
従
来

の
観
方
は
、
宗
教
改
革
と
近
代
民
主
主
義
の
因
果
関
係
を
重
視
し
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
近
代
民
主
主
義
の
思
想
的
開
祖
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
観
方
に
対
す
る
田
上
君
の
批
判
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身
の
思
想

そ
の
も
の
と
、
後
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
思
想
と
を
区
別
す
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
。

　
そ
し
て
彼
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
著
作
を
読
解
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身

の
思
想
的
枠
組
み
と
思
想
的
諸
理
念
（
良
心
、
個
人
、
共
同
体
す
な
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わ
ち
教
会
、
そ
の
他
）
が
近
代
的
諸
理
念
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
し
か
も
そ
の
上
、
彼
の
研
究
意
図
の

新
し
い
点
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身
の
思
想
的
変
化
（
神
学
的
教
義
の

変
化
）
を
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
影
響
を
濃
厚
に
受
け
た
初
期

の
思
想
と
神
学
的
完
成
度
の
高
い
後
期
の
思
想
を
ひ
と
ま
ず
区
別
し

て
究
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
本
論
文
は
、
そ
の
表

題
が
示
す
通
り
、
前
者
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
方
向

に
軽
く
触
れ
て
み
た
い
。

　
中
世
政
治
思
想
の
特
徴
が
宗
教
と
政
治
の
未
分
離
状
態
に
あ
る
と

さ
れ
、
そ
れ
と
対
照
的
に
近
代
の
そ
れ
が
両
者
の
分
離
状
態
に
あ
る

と
云
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
一
面
で
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
宗
教
改
革
者
た
ち
の
思
想
的
全
体
像
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
必

ず
し
も
一
義
的
に
言
い
切
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら

は
神
の
絶
対
性
と
主
権
性
を
強
調
し
、
宇
宙
創
造
者
と
し
て
の
神
は

当
然
の
こ
と
な
が
ら
人
間
的
生
活
の
全
領
域
に
お
い
て
も
支
配
者
・

関
与
者
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
領
域
も
神
そ
し
て

キ
リ
ス
ト
教
が
積
極
的
に
関
わ
る
分
野
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
宗
教
改
革
者
た
ち
の
政
治
へ
の
視
点
が
こ
の
様
な
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
彼
ら
の
政
治
理
解
を
強
く
方
向
づ
け
て
い
た
考
え
方
は
、
政

治
と
宗
教
の
分
離
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
統
合
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
田
上
君
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
様
な
研
究
方
向
は
宗
教
改

革
者
た
ち
の
政
治
思
想
と
神
学
的
営
為
を
含
め
た
思
想
的
全
体
像
を

内
在
的
に
理
解
す
る
上
で
、
最
適
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
立
て
ら
れ
た
間
題
に
対
す
る
解
決
の
糸
口
を
、
田
上

君
は
神
学
と
い
う
広
い
領
域
の
中
の
一
部
門
で
あ
る
教
会
論
に
見
出

そ
う
と
す
る
。
何
故
な
ら
、
政
治
と
宗
教
が
お
の
お
の
自
律
性
を
認

め
つ
つ
も
最
大
限
に
接
近
す
る
場
は
、
こ
の
世
（
政
治
が
主
と
し
て

支
配
す
る
領
域
）
の
中
に
信
仰
を
持
っ
て
生
き
る
信
仰
者
の
共
同
体

す
な
わ
ち
教
会
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
教
会
論
は
神
学
を
前
提
と

し
て
政
治
理
論
と
キ
リ
ス
ト
教
を
結
び
つ
け
る
結
節
点
の
一
つ
だ
か

ら
で
あ
る
。

　
宗
教
改
革
者
の
政
治
思
想
を
教
会
論
を
媒
介
に
し
て
探
る
長
所
は
、

①
人
間
の
本
質
的
属
性
と
し
て
の
共
同
体
性
（
9
ヨ
Φ
ぎ
9
訂
ε

を
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
が
判
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
②

共
同
体
を
維
持
・
運
営
す
る
た
め
に
必
要
な
権
力
の
契
機
を
彼
ら
が

ど
の
様
に
理
解
し
そ
し
て
用
い
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
で
あ
る
。

　
こ
の
研
究
方
法
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
近
代
民
主
主
義
理
論
で
は

個
人
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
思
想
的
開
祖
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン

も
又
、
個
人
と
そ
の
良
心
を
強
調
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、

田
上
君
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
思
想
の
中
で
は
個
人
よ
り
も
共
同
体
（
教

会
）
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
学
間
的
関
心
を
向
け
て
い
る
。
こ
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の
点
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
」
の
再
検
討
の
た
め
に
は
重
要
な
意

味
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
、
今
後
の
研
究
の
進
展
を
期
待
し
た
い
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
体
制
宗
教
を
押
し
つ
け
て
い
る
フ
ラ
ン

ス
王
国
に
対
抗
し
て
、
信
仰
の
自
由
を
主
張
し
そ
し
て
守
り
抜
こ
う

と
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
抵
抗
の
理
論
的
根
拠
と
拠
点
に
し
た
の
も
教

会
と
い
う
法
団
体
で
あ
っ
た
こ
と
も
田
上
君
は
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、

支
配
権
力
に
対
す
る
抵
抗
権
の
発
動
は
、
個
人
に
よ
る
の
で
は
な
く

団
体
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
発
想
は
完
全
に
中
世
的
な
の
で
あ
る
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
政
治
思
想
の
中
に
お
け
る
中
世
的
要
素
は
、
無
視
で
き

な
い
と
い
え
よ
う
。

　
抽
象
的
・
超
越
的
事
柄
を
知
的
営
為
の
対
象
と
す
る
神
学
者
・
カ

ル
ヴ
ァ
ン
も
宗
教
改
革
者
と
し
て
現
実
の
政
治
・
社
会
状
況
に
関
心

を
向
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
宗
教
改
革
と
は
中

世
ロ
ー
マ
教
会
が
あ
ま
り
に
も
政
治
化
し
た
在
り
方
に
対
す
る
批
判

的
運
動
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
宗
教
改
革

者
の
政
治
思
想
を
わ
れ
わ
れ
が
研
究
す
る
た
め
に
は
、
一
六
世
紀
の

政
治
史
、
国
家
観
等
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
田
上

君
は
第
二
章
に
お
い
て
こ
の
点
を
考
察
す
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
中
世
以
来
、
信
仰
に
お
い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
に
忠
実
で
は
あ
っ
て
も
教
会
行
政
に
お
い
て
は
ロ
ー
マ
教
皇
か
ら

相
対
的
独
立
を
保
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し

た
。
そ
し
て
一
六
世
紀
初
頭
の
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
相
反
す
る
二
つ

の
側
面
を
有
し
て
い
た
。
①
フ
ラ
ン
ス
王
が
国
内
の
高
位
聖
職
者
の

任
免
権
を
把
持
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。
②
王
国
内
の
司
教
団
は
、
国

内
の
教
会
人
事
権
に
関
し
て
王
権
の
介
入
を
斥
け
て
自
主
性
を
保
持

す
べ
き
こ
と
。
興
隆
し
つ
つ
あ
っ
た
王
権
に
と
っ
て
必
要
な
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
原
理
は
、
①
の
側
面
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

そ
し
て
又
、
王
国
領
域
内
の
一
円
的
支
配
を
意
図
す
る
王
権
に
と
っ

て
、
克
服
す
べ
き
問
題
点
は
、
②
の
側
面
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
五
一
六
年
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
世
と
教
皇
レ
オ

X
世
の
間
で
締
結
さ
れ
た
の
が
政
教
条
約
（
O
自
8
＆
象
）
で
あ
っ

た
。　

フ
ラ
ン
ス
王
は
、
国
内
の
聖
俗
両
権
を
法
的
に
統
制
下
に
置
く
こ

と
に
成
功
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
の
政
治
理
論
的
意
味
は

以
下
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
質
的
に
王
権
と
は
別
個

の
独
立
し
た
法
団
体
と
し
て
の
ロ
ー
マ
教
会
、
そ
し
て
ロ
ー
マ
教
会

内
に
属
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
各
々
の
宗
教
団
体
（
固
有
の
法
的
権

利
を
有
し
て
い
た
）
は
、
「
教
会
の
理
由
」
に
基
づ
い
て
王
権
と
王

国
に
こ
れ
ま
で
対
峙
し
て
き
た
。
し
か
し
今
や
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
も

独
立
し
た
法
団
体
に
成
長
し
、
下
位
の
中
間
団
体
と
同
じ
平
面
に
宗

教
団
体
を
も
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
国
家
理
由
」

の
成
立
と
発
展
で
あ
る
。
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中
世
以
来
、
支
配
権
力
は
支
配
の
正
当
性
を
伝
統
主
義
に
基
づ
く

と
共
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
普
遍
性
（
ロ
ー
マ
帝
国
と
ロ
ー

マ
教
会
と
い
う
普
遍
的
原
理
）
と
の
関
係
性
か
ら
引
き
出
し
て
い
た
。

し
か
し
一
六
世
紀
に
入
る
と
、
王
権
は
普
遍
的
理
念
と
訣
別
し
て
、

自
ら
の
正
当
性
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
普
遍
的

理
念
に
対
決
し
た
、
特
殊
的
実
体
と
し
て
の
王
権
に
支
配
の
正
当
性

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
提
供
し
た
の
は
、
人
文
主
義
で
あ
っ
た
。

　
一
六
世
紀
に
お
け
る
王
権
の
絶
対
化
の
時
期
と
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス

の
展
開
の
時
期
は
一
致
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
文
主
義
は
、
歴
史

の
重
視
な
か
ん
ず
く
王
国
の
歴
史
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普

遍
性
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
成
立
す
る
政
治
的
単
位
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

世
界
に
存
在
す
る
正
当
性
を
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
提
供
し
た
。
更
に
又
、

人
文
主
義
は
、
英
知
を
有
す
る
活
動
的
君
主
の
美
徳
を
称
讃
し
た
。

こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
と
ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
普
遍
的
原
理
に
対
抗

し
て
、
特
殊
的
原
理
に
立
脚
す
る
、
封
建
王
政
か
ら
成
り
上
が
っ
て

き
た
フ
ラ
ン
ス
王
に
対
す
る
、
心
強
い
声
援
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
人
文
主
義
は
古
典
古
代
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
を
、
政

治
主
体
と
し
て
上
昇
を
志
し
て
い
る
君
主
に
期
待
し
つ
つ
、
そ
の
上
、

宗
教
的
な
後
光
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
主
を
絶
対
化
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
絶
対
君
主
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
が
か
つ
て

体
験
し
た
こ
と
も
な
い
ほ
ど
の
強
力
な
権
力
を
発
揮
し
始
め
た
の
で

あ
る
。

　
初
期
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
い
て
人
文
主
義
的
政
治
思
想
が
読
み
と
れ

る
の
は
「
セ
ネ
カ
寛
容
論
注
解
」
（
一
五
三
二
年
刊
）
の
中
で
あ
る
。

そ
し
て
田
上
君
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
文
主
義
的
政
治
思
想
は

カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
福
音
主
義
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
）
に
回
心
し

た
後
の
政
治
思
想
に
比
較
す
る
と
、
い
さ
さ
か
性
格
が
異
な
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
と
研
究
方
法
は
、
晩
年
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

政
治
思
想
の
観
点
か
ら
青
年
時
代
の
思
想
内
容
を
類
推
す
る
危
険
を

避
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
方
法
は
、
福
音
主

義
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
）
へ
の
回
心
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ

ィ
ズ
ム
政
治
思
想
の
諸
原
理
と
特
徴
を
間
接
的
に
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
り
、
更
に
は
田
上
君
自
身
の
一
六
世
紀
の
時
代
状
況
の
全
体

像
理
解
に
役
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
解
と
方
法
は
現
時
点
で

一
応
の
成
功
を
収
め
て
は
い
る
が
、
次
の
研
究
で
よ
り
一
層
の
展
開

を
わ
れ
わ
れ
は
期
待
し
て
い
る
。

　
で
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
「
寛
容
論
注
解
」
で
主
張
し
て
い
る
限
り
で

の
人
文
主
義
的
政
治
思
想
と
は
、
ど
の
様
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

ず
、
有
機
体
論
的
国
家
観
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
来
、
古
代
と
中
世

の
伝
統
的
発
想
で
あ
っ
た
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
い
て
は
、
主
権
国

家
の
確
立
に
向
け
て
絶
対
主
義
化
し
つ
つ
あ
る
国
王
観
に
接
近
し
て

い
く
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
王
は
生
き
た
法
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
の
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格
言
「
君
主
の
意
に
適
う
こ
と
は
法
の
力
を
持
つ
」
（
O
仁
＆
震
冒
o
－

ぢ
一
巳
碧
忌
二
①
讐
ω
富
げ
9
＜
眞
o
お
ヨ
）
が
妥
当
す
る
存
在
な
の
で

あ
る
。
ボ
ダ
ン
で
開
花
す
る
「
立
法
主
権
」
の
先
駆
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
君
主
の
地
位
の
極
大
化
で
あ
る
。
こ
の
様
な
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

思
想
に
対
し
て
内
発
的
に
批
判
的
契
機
が
生
ず
る
の
は
、
彼
の
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
ヘ
の
回
心
の
後
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
と
政
治
史
の
中
で
、
宗
教
改
革

と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
改
革
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
四

大
革
命
の
一
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
政
治
学
の
観
点

か
ら
軽
く
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
五
一
七
年
に
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
幕
が
切
っ

て
下
ろ
さ
れ
た
宗
教
改
革
は
、
中
世
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
に

対
す
る
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。
い
か
な
る
問
題
に
対
し
て
申
し
立

て
ら
れ
た
異
議
か
と
い
え
ば
、
救
済
論
（
人
間
の
魂
は
ど
の
様
に
救

わ
れ
る
か
）
と
ロ
ー
マ
教
皇
の
法
的
・
霊
的
地
位
に
対
し
て
で
あ
る
。

田
上
君
の
今
回
の
提
出
論
文
に
関
連
す
る
の
は
前
者
で
あ
る
故
に
、

審
査
報
告
で
は
こ
れ
に
限
定
し
た
い
。
そ
し
て
考
察
の
大
前
提
と
し

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
六
・
一
七
世
紀
の
二
〇
〇
年
は
「
コ
ン
フ
ェ

ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
」
（
信
仰
告
白
の
時
代
）
と
も
い
わ
れ
、

人
々
の
最
大
関
心
事
が
ま
ず
第
一
に
、
自
分
自
身
が
永
遠
の
救
済
に

あ
ず
か
れ
る
か
、
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
中
世
ロ
ー
マ
教
会
は
、
救
済
論
に
関
し
て
は
神
人
協
力
説
を
執
る
。

つ
ま
り
、
人
間
が
教
会
の
中
に
在
籍
し
つ
つ
可
能
な
限
り
徳
を
積
ん

で
神
的
世
界
に
上
昇
す
る
一
方
で
、
神
に
よ
る
上
か
ら
の
恩
恵
が
下

だ
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
。
こ
の
際
「
徳
」
と
は
、

ロ
ー
マ
教
会
が
公
的
に
教
示
す
る
徳
目
と
掟
の
す
べ
て
で
あ
る
。
ロ

ー
マ
教
会
の
考
え
で
は
、
人
間
は
救
済
に
値
す
る
何
程
か
の
善
性
・

徳
性
と
能
力
が
具
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
に
宗

教
改
革
者
た
ち
は
、
救
済
論
に
関
し
て
は
信
仰
義
認
論
を
執
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
全
く
の
罪
人
で
あ
っ
て
、
神
の
戒

め
・
掟
を
自
分
自
ら
の
能
力
で
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
ず
（
つ
ま
り

神
的
世
界
に
上
昇
で
き
る
よ
う
な
有
徳
性
は
内
在
せ
ず
）
、
神
が
上

か
ら
の
恩
恵
と
し
て
一
人
子
イ
エ
ス
を
こ
の
世
に
下
だ
し
与
え
、
そ

し
て
彼
に
全
人
類
の
罪
を
負
わ
せ
て
十
字
架
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
神
と
人
間
が
和
解
し
た
と
い
う
福
音
を
人
々
が
信
仰
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
救
済
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
宗
教
改
革

者
た
ち
、
殊
に
ル
タ
ー
は
救
済
論
に
お
い
て
も
神
の
絶
対
性
を
強
調

し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
間
題
は
本
質
的
に
神
学
の
次
元
の
問
題
で
あ
る
が
、
し

か
し
直
ち
に
人
間
の
生
活
倫
理
（
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
）
に
連
動
し
て
、
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当
時
の
社
会
の
中
で
現
実
的
な
影
響
力
を
ふ
る
う
の
で
あ
る
。
そ
し

て
宗
教
改
革
急
進
派
は
信
仰
義
認
論
を
振
り
か
ざ
し
て
、
宗
教
的
戒

律
と
世
俗
法
を
軽
視
す
る
教
義
へ
と
進
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
一
部
の
急
進
派
は
、
福
音
主
義
の
原
理
を
貫
徹
す
る
も
の
と

し
て
、
世
俗
秩
序
に
対
す
る
武
力
攻
撃
の
拳
に
ま
で
出
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ア
ナ
ー
キ
ー
の
出
現
で
あ
る
。

　
ル
タ
ー
自
身
は
、
人
間
は
神
か
ら
一
方
的
に
恩
恵
と
し
て
罪
を
赦

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
が
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
既

存
の
秩
序
を
重
ん
じ
そ
し
て
従
う
こ
と
で
神
に
感
謝
を
表
明
す
べ
き

で
あ
る
と
す
る
、
信
仰
の
論
理
を
提
出
し
て
い
た
。
し
か
し
急
進
派

の
突
き
つ
け
た
議
論
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
神
へ
の

感
謝
と
し
て
の
服
従
と
は
い
え
、
そ
れ
は
世
俗
の
秩
序
を
無
批
判
に

認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
更
に
疑
問
は
展
開
す
る
。
即
ち
、

既
存
の
秩
序
を
重
視
す
る
と
し
て
も
、
も
し
神
を
軽
ん
じ
る
世
俗
為

政
者
が
い
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ど
の

よ
う
に
対
応
す
べ
き
な
の
か
。
あ
る
い
は
改
革
を
信
奉
す
る
信
仰
者

と
そ
の
教
会
が
、
ロ
ー
マ
教
会
を
支
持
す
る
君
主
の
支
配
領
域
の
中

に
存
在
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
等
々
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
疑
間
は
、
宗
教
改
革
者
と
そ
の
追
随
者
た
ち
に

と
っ
て
単
な
る
神
学
的
な
理
論
の
も
て
あ
そ
び
で
は
な
く
、
現
実
の

差
し
迫
っ
た
問
題
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
神
学
的
に
も

政
治
理
論
的
に
も
解
決
を
迫
ら
れ
た
間
題
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時

代
的
要
請
に
応
答
し
よ
う
と
苦
闘
し
た
の
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政
治
思
想
史
上
の
功
績
は
、
世
俗
政
治
権
力
の
支

配
に
頼
ら
ず
と
も
、
教
会
を
中
核
と
し
た
信
仰
に
よ
る
連
帯
に
よ
っ

て
、
人
間
は
現
実
社
会
の
中
に
秩
序
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
理
論
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
政
治
権
力

ひ
い
て
は
国
家
を
相
対
化
す
る
思
想
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
近
代
民
主
主
義
の
思
想
的
開
祖
と
す
る

の
も
、
あ
る
意
味
で
は
正
し
い
視
点
と
い
え
よ
う
。
田
上
君
は
、
以

上
の
如
き
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
理
論
的
構
築
の
萌
芽
を
「
若
き
カ
ル
ヴ
ァ

ン
思
想
」
の
中
に
観
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
中

世
ロ
ー
マ
教
会
を
否
定
し
た
後
に
新
た
に
再
建
し
た
教
会
論
で
あ
っ

た
。

　
世
俗
社
会
の
中
に
あ
っ
て
世
俗
権
力
か
ら
独
立
し
た
教
会
を
形
成

す
る
に
あ
た
っ
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
創
出
し
た
の
は
「
長
老
制
度
」

で
あ
っ
た
。
長
老
は
、
俗
人
信
徒
か
ら
選
ば
れ
て
牧
師
と
共
に
教
会

員
の
生
活
指
導
を
行
う
役
職
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
教
会
は
世

俗
権
力
と
は
無
関
係
な
と
こ
ろ
で
俗
人
信
徒
の
社
会
倫
理
を
自
ら
育

成
し
、
自
立
し
た
組
織
と
し
て
運
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
長
老
会
は

自
立
的
な
教
会
訓
練
を
執
行
す
る
権
限
を
教
会
内
で
認
め
ら
れ
た
。
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以
上
の
こ
と
は
、
世
俗
権
力
の
強
制
力
な
く
し
て
民
衆
の
生
活
倫

理
が
変
革
さ
れ
る
可
能
性
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
換

言
す
れ
ば
、
世
俗
権
力
な
く
し
て
も
世
俗
社
会
の
秩
序
を
形
成
す
る

原
理
と
制
度
が
成
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
更
に
、
牧
師

を
中
心
と
し
て
長
老
会
が
支
配
し
て
い
る
教
会
と
い
う
制
度
は
、
自

発
的
結
社
（
＜
o
言
日
四
憂
器
ω
o
鼠
讐
δ
昌
）
の
原
理
を
歴
史
の
流
れ

の
中
に
生
み
出
し
た
。
人
間
社
会
の
中
に
国
家
以
外
の
結
社
・
団
体

に
も
存
在
の
正
当
性
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
七
世
紀
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
市
民
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
昇
華
し
て
い
っ
た
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
記
述
で
明
ら
か
な
通
り
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
本
人
は
主
観

的
に
は
自
覚
し
て
い
な
く
て
も
、
彼
が
考
察
し
そ
し
て
理
論
化
し
た

神
学
的
問
題
は
非
常
に
大
き
な
政
治
学
的
意
味
を
は
ら
ん
で
い
た
。

そ
し
て
現
実
に
展
開
し
て
い
っ
た
彼
以
後
の
歴
史
の
中
で
、
政
治
的

領
域
で
の
大
変
革
（
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
）
は
、
宗
教
的
問
題
こ
と

に
国
教
会
制
度
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
開
始
さ
れ
た
論
争
が
引
き
金
と

な
っ
て
開
始
さ
れ
、
そ
し
て
広
い
意
味
で
の
近
代
民
主
主
義
と
し
て

定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
が
カ

ル
ヴ
ァ
ン
神
学
思
想
の
直
接
的
影
響
の
下
に
進
行
し
て
い
っ
た
な
ど

と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
田
上
君
と
共
に
評
者
は
お

断
り
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
れ
故
、
後
代
の
わ
れ
わ
れ
政
治
学
徒
は
、
一
見
す
る
と
政
治
学

と
は
無
関
係
な
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
思
想
的
枠
組
み
と
用
語
を
、
政
治
学

的
観
点
か
ら
読
み
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
政
治
思
想
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
初
め
に

神
学
用
語
と
神
学
的
思
想
を
用
い
て
神
学
者
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
思
想
全

体
（
そ
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
が
神
学
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
）

に
迫
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
政
治
学
の
次
元
に
立
ち
帰
っ
て
、

神
学
用
語
と
神
学
的
思
考
を
政
治
学
の
そ
れ
に
翻
訳
し
直
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
政
治
学
用
語
と
政
治
学
的
思
考
に
移
し
変
え

ら
れ
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
思
想
全
体
が
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
カ
ル
ヴ
ァ

ン
政
治
思
想
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
研
究
手
続

き
と
技
法
を
修
得
す
る
た
め
に
は
、
厳
し
い
特
定
の
訓
練
が
必
要
で

あ
り
、
そ
れ
に
は
又
、
永
い
時
間
を
必
要
と
す
る
。

　
以
上
の
如
き
訓
練
を
、
田
上
君
は
学
部
学
生
時
代
か
ら
開
始
し
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
最
初
の
成
果
が
本
論
文
で
あ
る
。

本
論
文
に
お
い
て
、
彼
が
忍
耐
強
く
そ
し
て
誠
実
に
問
題
に
取
り
組

ん
だ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
思
想
に
対
し

て
は
正
攻
法
・
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
研
究
方
法
し
か
あ
り
得
な
い
の

だ
が
、
し
か
し
正
攻
法
が
陥
り
易
い
平
板
で
単
調
な
展
開
に
終
わ
る

こ
と
な
く
、
田
上
君
は
鋭
い
切
り
口
で
カ
ル
ヴ
ァ
ン
全
体
像
に
迫
る
、

セ
ン
ス
の
良
さ
も
示
し
て
い
る
。
以
上
の
如
く
全
体
的
に
本
論
文
を
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審
査
し
、
わ
れ
わ
れ
は
本
論
文
が
博
士
（
法
学
）
学
位
を
受
け
る
に

ふ
さ
わ
し
い
秀
れ
た
業
績
で
あ
る
と
判
断
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
次
に
本
論
文
の
関
わ
り
で
、
田
上
君
の
今
後
の
研
究
に
つ
い
て
い

さ
さ
か
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
本
論
文
が
「
初
期
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政
治
思
想
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
次
に
続
く
研
究
は
「
後
期
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政
治

思
想
」
あ
る
い
は
思
想
的
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て

「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政
治
思
想
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
田
上

君
に
心
が
け
て
い
た
だ
き
た
い
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　
ω
　
こ
れ
ま
で
も
田
上
君
が
本
論
文
で
究
明
し
て
き
た
こ
と
で
は

あ
る
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
神
学
思
想
へ
の
理
解
と
洞
察
を
、
よ
り
一

層
、
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
＠
田
上
君
は
宗
教
改
革
の
思
想

史
の
流
れ
の
中
で
、
信
仰
義
認
論
に
即
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
営
為
の

独
創
性
は
、
ル
タ
ー
が
「
律
法
か
ら
福
音
へ
」
と
い
う
ヴ
ェ
ク
ト
ル

で
理
論
化
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
福
音
か
ら
律
法
へ
」
と
発

想
を
逆
転
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
律
法
（
宗
教
的
戒

律
）
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
倫
理
が
重
視
さ
れ
る
思
想
が
形
成
さ
れ
た
。

確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
点
は
本
論
文
で
も
軽
く
触
れ
ら
れ

て
は
い
る
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
思
想
の
全
体
像
を
描
く
た
め
に
も
、
そ

し
て
更
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
神
学
思
想
史
は
お
ろ
か
二
〇

○
○
年
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
思
想
史
の
流
れ
の
中
で
も
、
大
き
な
比

重
を
占
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
よ
り
一
層
の
考
察
が
求
め
ら
れ
よ

う
。
㈲
田
上
君
は
本
論
文
の
中
で
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
と
は
異
な
る
形
と
根
拠
に
基
づ
き
独
自
の
教
会
論
を
構

築
し
た
こ
と
に
言
及
し
、
そ
し
て
そ
の
教
会
論
を
今
後
の
カ
ル
ヴ
ァ

ン
政
治
思
想
の
研
究
の
中
で
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
の

理
論
的
根
拠
と
は
、
聖
霊
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
制

度
と
し
て
の
教
会
を
ロ
ー
マ
教
会
の
如
く
「
ペ
テ
ロ
の
代
理
人
」
の

後
継
者
と
し
て
の
ロ
ー
マ
教
皇
を
頭
と
す
る
、
伝
統
主
義
と
教
会
法

に
よ
っ
て
背
後
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
る
、
法
団
体
と
し
て
と
ら
え
る

の
で
は
な
く
、
聖
霊
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
た
信
徒
の
共
同
体
と
し
て

と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
教
会
論
の
解
釈
に
お
け
る
聖
霊

論
の
重
視
は
、
田
上
君
が
内
外
の
文
献
を
猟
渉
し
た
成
果
で
あ
り
、

そ
し
て
鋭
い
セ
ン
ス
の
賜
物
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
思
想
一
般
が
置
き
忘
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
、

貴
重
な
問
題
点
で
あ
る
の
で
、
今
後
の
十
分
な
展
開
を
わ
れ
わ
れ
は

期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
田
上
君
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
政
治
思
想
の
研
究
に
今
後
と
も
没
頭

す
る
と
は
い
え
、
宗
教
改
革
全
体
の
政
治
思
想
へ
の
配
慮
は
当
然
の

こ
と
で
あ
り
、
殊
の
外
、
ル
タ
ー
の
思
想
全
体
を
学
習
す
る
こ
と
は

必
須
条
件
と
い
え
よ
う
。
そ
の
上
、
近
代
初
期
の
も
う
一
方
の
主
流
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思
想
と
し
て
の
人
文
主
義
へ
の
更
な
る
理
解
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ

の
二
つ
を
達
成
す
る
こ
と
が
結
果
と
し
て
、
田
上
君
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン

思
想
研
究
の
進
展
そ
し
て
近
代
政
治
思
想
研
究
の
広
が
り
を
保
証
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
⑥
　
自
然
法
に
つ
い
て
一
般
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
一
六
・
一
七

世
紀
に
お
い
て
は
或
る
思
想
家
が
自
然
法
を
ど
の
様
に
理
解
し
そ
し

て
自
己
の
思
想
枠
組
み
の
中
に
ど
の
様
に
取
り
入
れ
る
か
で
、
そ
の

思
想
家
の
世
界
観
と
世
俗
社
会
観
が
決
定
さ
れ
る
。
田
上
君
は
、
カ

ル
ヴ
ァ
ン
が
自
然
法
を
無
視
は
し
な
い
ま
で
も
冷
淡
で
あ
っ
た
と
理

解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
論
的
必
然
性
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

思
考
枠
組
み
の
中
に
は
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
本
論
文
で
は

必
ず
し
も
そ
の
こ
と
が
明
確
に
叙
述
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
次
に

続
く
カ
ル
ヴ
ァ
ン
研
究
の
一
章
と
し
て
彼
の
自
然
法
観
を
浮
彫
り
に

す
る
と
、
同
時
代
と
先
行
の
思
想
家
た
ち
と
の
比
較
思
想
研
究
と
し

て
有
意
義
な
も
の
が
創
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
三
点
は
既
に
本
論
文
の
中
で
軽
く
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、

田
上
君
が
問
題
の
所
在
と
重
要
性
は
気
づ
い
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ

れ
は
認
知
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
田
上
君
が
そ
の
豊
か
な
学

問
的
能
力
と
鋭
い
セ
ン
ス
を
十
二
分
に
現
実
化
さ
れ
、
日
本
に
お
け

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
研
究
に
貢
献
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
わ

れ
わ
れ
は
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
九
八
年
一
月
二
三
日
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