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特別記事

特
別
記
事

加
藤
順
一
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
加
藤
順
一
君
よ
り
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「
日
本
古
代

国
家
の
対
外
交
渉
に
お
け
る
官
人
に
関
す
る
研
究
」
は
、
律
令
制
国

家
の
性
格
を
有
す
る
日
本
古
代
国
家
の
渉
外
担
当
者
た
ち
の
あ
り
方

を
律
令
官
僚
制
の
運
用
お
よ
び
対
外
関
係
の
性
質
と
関
連
づ
け
な
が

ら
把
達
し
よ
う
と
す
る
論
考
で
あ
る
。

　
同
君
は
日
本
古
代
国
家
を
東
ア
ジ
ア
世
界
の
政
治
変
動
と
の
か
か

わ
り
に
お
い
て
捉
え
、
唐
、
新
羅
、
渤
海
を
対
象
と
す
る
外
交
関
係

は
単
な
る
善
隣
友
好
の
次
元
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
高
度
の
政
治
性
を

有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

う
し
た
外
交
関
係
は
律
令
制
国
家
の
内
外
に
わ
た
る
政
治
秩
序
の
維

持
、
強
化
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
の
形
成
、
発
展
期
に
お
け

る
渉
外
担
当
者
は
文
化
交
流
史
的
視
点
に
の
み
と
ど
ま
る
も
の
で
は

な
く
、
政
治
的
視
点
か
ら
も
捉
え
直
す
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
渉
外
担
当
者
に
対
す
る
か
か
る
視
点
か
ら
の
研
究
は
律
令

官
僚
制
の
運
用
を
実
態
的
に
検
証
す
る
上
で
も
大
き
な
意
義
を
有
し

て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
律
令
官
僚
制
の
運
用
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
律

令
官
人
の
人
事
シ
ス
テ
ム
の
多
角
的
検
討
か
ら
、
官
人
の
任
用
や
昇

進
な
ど
を
め
ぐ
り
氏
族
制
的
原
理
や
身
分
制
的
原
理
の
存
在
が
析
出

さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
律
令
の
母
法
た
る
古
代
中
国
の
官

僚
制
に
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
古
代
国
家
の
支
配
構
造

を
「
畿
内
政
権
」
と
捉
え
る
視
点
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
「
国
内

社
会
の
身
分
秩
序
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
一
定
の
合
理
性
を
認
め

る
」
視
点
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。

　
同
君
の
研
究
は
こ
う
し
た
人
事
シ
ス
テ
ム
が
渉
外
担
当
者
の
人
事

や
処
遇
に
お
い
て
も
機
能
す
る
性
質
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
確
認

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
古
代
の
渉
外
担
当
者
が
近

代
国
家
の
職
業
外
交
官
と
は
異
な
り
、
専
門
的
に
養
成
、
任
用
さ
れ

た
者
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
律
令
官
人
集
団
の
中
か
ら
選
抜
さ

れ
た
者
た
ち
で
あ
る
点
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
う
し

た
古
代
律
令
官
僚
制
の
特
質
に
鑑
み
、
渉
外
担
当
者
の
人
選
に
お
け

る
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
に
存
在
す
る
論
理

を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。

　
加
藤
君
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
ま
ず
唐
に
派

遣
さ
れ
た
官
人
ら
に
対
す
る
処
遇
と
帰
国
後
の
経
歴
と
を
分
析
し
て

「
遣
唐
使
の
官
僚
制
的
意
義
づ
け
」
を
行
い
、
さ
ら
に
新
羅
、
渤
海
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に
派
遣
さ
れ
た
官
人
に
つ
い
て
も
同
様
の
手
法
で
分
析
を
進
め
て
い

る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
官
人
の
出
自
と
前
歴
と
が
分
析
の
項
目
に
追

加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、
同
君
は
渉
外
担
当
者
の
有
力
な
選

抜
基
準
の
一
つ
と
さ
れ
た
「
優
れ
た
容
貌
と
堂
々
た
る
風
采
」
が
も

つ
政
治
的
・
外
交
的
性
格
お
よ
び
機
能
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
と
も

に
、
外
国
使
節
の
接
遇
活
動
と
九
世
紀
後
半
の
官
人
社
会
を
特
徴
づ

け
る
官
僚
閥
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
を
進
め
て
い
る
。
本
論
文
の
構

成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
言

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

唐
に
派
遣
さ
れ
た
官
人
と
そ
の
処
遇

新
羅
に
派
遣
さ
れ
た
官
人
と
そ
の
処
遇

渤
海
に
派
遣
さ
れ
た
官
人
と
そ
の
処
遇

渉
外
担
当
者
の
容
貌
1
そ
の
政
治
的
性
格

遣
唐
使
の
容
貌
を
伝
え
る
一
史
料
ー
『
朝
野
愈
載
』

に
み
え
る
「
日
本
国
使
人
」

借
位
考

元
慶
七
年
に
お
け
る
菅
原
道
真
の
渤
海
使
接
待

菅
原
道
真
「
鴻
臆
贈
答
詩
序
」
に
み
え
る
「
江
郎

中
」
に
つ
い
て

　
第
一
章
で
は
、
使
命
を
終
え
て
帰
国
し
た
遣
唐
使
人
た
ち
の
そ
の

後
の
動
静
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
律
令
官
人
社
会
に
お
け
る

遣
唐
使
（
事
業
）
の
も
つ
意
味
が
探
究
さ
れ
て
い
る
。
大
宝
か
ら
承

和
に
至
る
九
回
に
わ
た
る
遣
唐
使
の
中
よ
り
帰
国
後
の
官
位
の
状
態

が
明
ら
か
な
使
人
六
十
六
名
を
抽
出
し
、
遣
唐
使
補
任
か
ら
帰
国
後

の
恩
賞
叙
位
（
特
授
）
ま
で
の
「
位
階
の
変
動
状
況
」
が
分
析
さ
れ

て
い
る
。

　
検
討
対
象
と
な
っ
た
六
十
六
名
に
つ
い
て
、
『
続
日
本
紀
』
、
『
公

卿
補
任
』
、
『
懐
風
藻
』
、
『
大
日
本
古
文
書
』
な
ど
を
も
と
に
そ
の
姓

名
、
遣
唐
使
補
任
時
の
位
階
、
帰
国
当
時
の
位
階
、
帰
国
後
最
初
の

叙
位
、
極
位
、
帰
国
後
の
略
歴
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

上
で
、
遣
唐
使
補
任
直
後
の
叙
位
に
つ
い
て
そ
の
加
階
が
検
討
さ
れ
、

叙
位
内
容
に
お
け
る
傾
向
が
探
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
加
階

数
二
階
以
下
の
者
は
五
位
の
線
を
こ
え
て
お
り
、
副
使
以
上
の
上
級

幹
部
で
あ
る
こ
と
、
加
階
三
階
以
上
で
は
判
官
以
下
の
中
・
下
級
幹

部
及
び
留
学
生
が
大
半
を
占
め
、
六
位
以
下
の
者
が
大
多
数
を
数
え

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
か
か
る
分
析
は
極
め
て
精
緻
で
あ
り
、
地
道
な
成
果
と
し
て
高
く

評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
赴
任
賞
」
と

呼
ぶ
べ
き
補
任
直
後
の
叙
位
に
つ
い
て
は
、
幹
部
に
対
す
る
も
の
と

下
級
職
員
に
対
す
る
も
の
と
で
は
明
ら
か
に
そ
の
意
味
合
い
を
異
に
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し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
差
異
に
つ
い
て
も
さ

ら
に
説
明
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
帰
国
後
の
特
授
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
う
ち
四
分
の
三
が
加
階
数

二
階
以
下
の
昇
叙
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
加
階
数
｝
階
の

中
に
多
く
判
官
、
録
事
が
含
ま
れ
、
そ
の
大
半
が
正
六
位
上
か
ら
従

五
位
下
あ
る
い
は
外
従
五
位
下
へ
と
進
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

通
貴
と
し
て
貴
族
官
人
の
末
席
に
叙
せ
ら
れ
る
こ
と
が
本
人
の
官
途

に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

大
使
以
上
に
つ
い
て
は
三
位
以
上
に
進
む
場
合
に
必
ず
貴
と
し
て
上

級
貴
族
官
人
の
末
席
に
叙
さ
れ
る
と
い
う
「
官
人
体
制
に
お
け
る
ル

ー
ル
が
貫
か
れ
て
い
る
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
副
使

に
つ
い
て
も
分
析
が
加
え
ら
れ
た
後
、
分
析
結
果
が
総
括
さ
れ
、
つ

い
で
帰
国
後
の
活
動
等
に
論
を
進
め
て
い
る
。

　
帰
国
後
の
経
歴
と
し
て
は
、
文
化
・
対
外
関
係
に
関
す
る
職
歴
を

有
す
る
者
が
散
見
し
、
帰
国
後
も
遣
唐
使
と
し
て
の
経
験
が
生
か
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
丹
念
な
分
析
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
地
方
官
、
宮
中
関
係
、
弁
官
局
・
外
記
庁
お
よ
び
式
部

省
、
民
部
省
な
ど
い
ず
れ
も
重
要
な
官
職
を
歴
任
し
て
い
る
者
の
存

在
が
指
摘
さ
れ
、
実
に
興
味
深
い
が
、
そ
う
し
た
要
職
を
つ
と
め
る

に
至
っ
た
要
因
に
つ
い
て
は
「
相
応
の
資
質
」
が
指
摘
さ
れ
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
詳
細
な
説
明
が

加
え
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
本
章
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
以
下
に
分
析
が
加

え
ら
れ
た
遣
唐
使
と
官
人
の
栄
達
と
の
連
関
性
の
分
析
で
あ
る
。
こ

こ
で
加
藤
君
は
出
身
氏
族
の
門
地
、
家
柄
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で

極
位
到
達
以
前
に
み
え
る
同
族
を
検
出
し
つ
つ
、
数
量
的
分
析
を
試

み
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
遣
唐
使
人
の
多
く
が
最
終
的
に
そ
の
出
身

氏
族
各
員
が
官
人
社
会
に
お
い
て
達
す
る
地
位
か
ら
み
て
、
よ
り
高

い
位
階
に
到
達
し
て
い
る
こ
と
を
実
に
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
以
上
を
総
括
し
て
、
同
君
は
中
小
官
人
層
に
と
っ
て
遣
唐
使
の
も

つ
意
味
は
官
人
的
地
歩
を
飛
躍
的
に
上
昇
せ
し
め
る
途
を
開
く
契
機

と
し
て
期
待
し
う
る
の
に
対
し
、
す
で
に
そ
の
出
自
か
ら
高
い
地
位

が
約
束
さ
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
遣
唐
に
大
き
な
期
待
を
抱
く
こ

と
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
遣
唐

使
は
律
令
官
僚
制
の
運
用
面
に
お
い
て
能
力
本
位
の
人
材
補
充
機
能

を
果
た
し
て
い
た
と
の
評
価
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
で
は
、
新
羅
に
派
遣
さ
れ
た
官
人
と
そ
の
処
遇
を
め
ぐ
っ

て
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
律
令
時
代
の
日
本
は

唐
の
み
な
ら
ず
新
羅
、
渤
海
と
も
国
交
を
締
結
し
て
お
り
、
外
交
使

節
の
往
来
は
実
に
頻
繁
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
日
本
は
両
国
に
対
し

て
は
華
夷
思
想
に
立
脚
し
て
こ
れ
を
属
国
視
す
る
態
度
を
と
り
、
交

渉
に
あ
た
っ
て
も
両
国
に
臣
下
と
し
て
の
礼
を
求
め
て
い
た
。
そ
の
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た
め
、
国
力
の
充
実
す
る
新
羅
と
の
間
に
は
外
交
上
い
く
た
の
摩
擦

を
生
じ
た
。
こ
う
し
た
多
難
な
問
題
を
抱
懐
す
る
両
国
関
係
の
調
整

に
あ
た
っ
た
の
が
遣
新
羅
使
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
か
か
る
遣
新
羅

使
人
の
特
質
と
そ
の
処
遇
が
第
一
章
と
ほ
ぼ
同
様
の
分
析
手
法
に
よ

り
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
但
し
本
章
に
お
い
て
は
、
七
世
紀
末
の
天
智
朝
か
ら
九
世
紀
初
頭

の
仁
明
朝
に
至
る
都
合
二
十
八
回
の
遣
使
を
検
討
の
対
象
と
す
る
に

あ
た
り
、
天
智
七
年
か
ら
文
武
四
年
ま
で
日
唐
関
係
が
断
絶
し
て
い

た
た
め
に
そ
の
存
在
意
義
が
高
ま
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
明
確
な
時
期

区
分
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
一
期
が
天
智
七
年
か
ら
文
武

四
年
で
あ
り
、
第
二
期
が
大
宝
年
間
よ
り
天
平
勝
宝
年
問
、
第
三
期

が
宝
亀
十
年
か
ら
承
和
三
年
ま
で
で
あ
る
。
分
析
の
方
法
は
す
で
に

第
一
章
で
そ
の
有
効
性
が
確
認
さ
れ
た
手
法
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で

は
そ
の
詳
細
に
ま
で
言
及
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。

　
加
藤
君
は
遣
新
羅
使
人
の
出
自
、
前
歴
、
補
任
時
の
位
階
、
帰
国

後
の
経
歴
等
を
丹
念
に
検
討
し
た
上
で
、
第
一
期
で
は
わ
が
国
律
令

国
家
を
形
成
す
る
た
め
に
新
羅
と
の
密
接
な
関
係
が
重
要
な
意
味
を

も
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
指
摘
す
る
。
そ
し
て
冠
位
の
低
い
使
人
の
昇

進
に
遣
使
の
労
が
有
利
に
作
用
し
た
こ
と
を
的
確
に
分
析
し
て
い
る
。

し
か
し
、
第
二
期
以
降
は
日
唐
関
係
が
修
復
し
た
こ
と
で
そ
の
政
治

的
重
要
性
は
低
下
し
、
有
力
氏
族
か
ら
の
補
任
が
減
少
し
た
こ
と
や

四
位
以
上
に
昇
進
す
る
者
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
第
三
期
に
至
っ
て
遣
使
の
政
治
的
意
義
は
失
わ
れ
、

事
務
連
絡
的
使
命
が
専
ら
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
見
解
は
従
来
か
ら
部
分
的
に
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の

で
は
あ
る
が
、
同
君
の
よ
う
に
使
人
ら
の
精
緻
な
分
析
を
踏
ま
え
て

論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
同
君
の
研
究
は
地
味
な
が

ら
こ
の
分
野
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　
つ
づ
く
第
三
章
で
は
渤
海
に
派
遣
さ
れ
た
官
人
と
そ
の
処
遇
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
神
亀
四
年
の
渤
海
使
来
日
を
機
に
開
始
さ
れ

た
日
渤
交
渉
は
十
世
紀
初
頭
ま
で
継
続
し
、
こ
の
問
日
本
か
ら
十
三

回
、
渤
海
か
ら
三
十
四
回
の
使
節
の
往
来
が
知
ら
れ
て
い
る
。
古
代

日
本
の
支
配
者
層
は
こ
れ
を
「
中
華
」
に
対
す
る
「
諸
蕃
」
と
認
識

し
、
そ
こ
に
君
臣
的
関
係
を
想
定
し
た
。
唐
の
冊
封
を
受
け
る
渤
海

は
八
世
紀
に
お
け
る
唐
、
新
羅
と
の
政
治
的
関
係
、
九
世
紀
以
降
の

経
済
的
関
係
を
考
慮
し
て
、
か
か
る
日
本
側
の
交
渉
態
度
に
異
議
申

し
立
て
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
本
に
と
っ
て
渤
海
と
の
交
渉

は
海
外
情
報
の
摂
取
や
唐
へ
の
交
通
路
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い

た
。
そ
し
て
来
日
渤
海
使
と
日
本
の
接
待
者
と
の
間
に
お
け
る
漢
詩

文
の
贈
答
唱
和
は
両
国
の
文
化
水
準
を
競
う
場
で
あ
り
、
加
藤
君
が

い
み
じ
く
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
作
詩
と
い
う
文
学
的
実

践
が
政
治
的
に
も
重
要
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
文
章
経
国
思
想
を
立
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脚
基
盤
と
す
る
九
世
紀
以
降
の
文
人
官
僚
に
と
っ
て
は
己
の
専
門
能

力
に
与
え
ら
れ
る
国
家
的
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
主
要
な
舞
台
の
一

つ
で
も
あ
っ
た
」
。

　
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
日
渤
関
係
を
踏
ま
え
て
、
遣
渤
海
使
人
を

や
は
り
出
自
、
官
位
、
経
歴
の
三
点
か
ら
実
に
緻
密
に
分
析
し
、
そ

の
特
質
と
実
態
と
の
把
握
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
遣
渤

海
使
に
は
渡
来
系
な
ど
従
来
よ
り
海
外
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
氏
族

が
多
く
任
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
。
対
新
羅

関
係
が
緊
張
し
た
時
期
に
は
唐
、
新
羅
の
事
情
に
通
じ
た
者
が
多
数

起
用
さ
れ
る
な
ど
、
外
交
的
手
腕
が
重
要
な
人
選
の
基
準
と
な
っ
て

い
た
。
ま
た
、
同
君
の
分
析
か
ら
は
、
遣
渤
海
使
人
の
位
階
の
高
さ

は
そ
の
と
き
ど
き
の
遣
使
の
性
格
に
よ
り
首
席
使
人
を
五
位
と
六
位

に
分
け
る
慣
例
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
は
大

変
興
味
深
い
。
さ
ら
に
遣
唐
使
な
ど
と
同
様
に
、
低
い
位
階
に
あ
る

者
の
方
が
高
い
加
階
が
期
待
さ
れ
、
実
務
能
力
の
あ
る
官
人
が
昇
進

す
る
上
で
遣
使
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

　
第
四
章
で
は
、
渉
外
担
当
者
の
容
貌
が
も
つ
政
治
的
性
格
が
考
察

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
、
諸
外
国
と
の
外
交
交
渉
に
携
わ
っ
た
官

人
の
中
に
優
れ
た
容
貌
を
も
ち
、
詩
文
の
才
に
秀
で
た
者
が
多
か
っ

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
何
故
そ
う
し
た

要
素
が
渉
外
担
当
者
に
求
め
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
十
分

な
説
明
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
加
藤
君
は
こ
の
問
題

を
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
や
日
本
の
対
外
意
識
と
の
関
連
に
お
い
て

明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

『
続
日
本
紀
』
慶
雲
元
年
七
月
甲
申
条
に
お
け
る
粟
田
真
人
の
帰
朝

報
告
に
は
彼
ら
一
行
が
中
国
側
か
ら
「
儀
容
大
浄
」
と
評
さ
れ
、
中

国
側
の
史
書
に
お
い
て
も
「
容
止
温
雅
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
動
作
の
優
美
さ
や
礼
に
か
な
っ
た
振
る
舞
い

に
対
す
る
評
価
で
あ
り
、
多
く
の
史
料
に
お
い
て
か
か
る
評
価
が
散

見
さ
れ
る
。
同
君
は
以
下
、
『
東
大
寺
要
録
』
巻
一
所
引
『
延
暦
僧

録
』
逸
文
を
は
じ
め
、
こ
れ
に
関
連
す
る
記
事
を
実
に
詳
細
に
検
討

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
遣
唐
使
に
対
す
る
評
価
が
そ
の
主
君
（
日

本
国
王
）
や
母
国
（
日
本
）
に
対
す
る
評
価
に
直
結
し
て
い
る
」
点

に
着
眼
し
つ
つ
論
を
進
め
て
い
る
。
『
懐
風
藻
』
や
『
日
本
文
徳
天

皇
実
録
』
、
『
文
華
秀
麗
集
』
な
ど
様
々
な
史
料
に
丹
念
に
あ
た
り
、

こ
の
時
代
外
交
上
如
何
に
外
貌
が
重
視
さ
れ
て
い
た
か
が
詳
細
に
検

討
さ
れ
、
適
切
な
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
蕃
客
接
遇
に
お

い
て
も
か
か
る
点
が
と
り
わ
け
考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
諸
種
の
史

料
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
実
証
性
の
高
い
指
摘
は
同
分
野
の
今
後
の
発

展
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
が
、
同
君
の
研
究
が
優
れ
て
い
る
の
は
中

125



法学研究74巻4号（2001：4）

国
側
に
お
い
て
も
請
蕃
と
の
交
渉
の
際
に
官
人
の
外
貌
が
も
つ
重
要

性
を
中
国
側
史
料
に
よ
っ
て
綿
密
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
中
国
側
の
史
的
研
究
か
ら
「
優
れ
た
外
貌

は
士
庶
の
別
を
明
ら
か
に
す
る
貴
族
性
の
指
標
に
な
っ
た
」
こ
と
を

明
瞭
に
指
摘
し
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。

　
同
君
は
以
上
の
分
析
を
通
じ
て
、
外
貌
の
優
れ
た
官
人
に
期
待
さ

れ
る
役
割
と
し
て
、
天
子
の
権
威
を
背
に
負
い
つ
つ
中
国
文
化
の
根

幹
を
な
す
「
礼
」
の
あ
り
方
を
身
を
以
て
誇
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

諸
蕃
に
華
夷
の
格
差
を
自
覚
せ
し
め
た
、
と
い
う
明
確
な
説
明
を
加

え
て
い
る
。
実
に
丹
念
な
史
料
批
判
の
上
に
導
き
出
さ
れ
た
結
論
で

あ
る
だ
け
に
十
分
な
説
得
力
を
も
つ
も
の
と
評
価
で
き
る
。
さ
ら
に

つ
づ
く
「
東
夷
の
小
帝
国
」
た
る
日
本
に
つ
い
て
の
指
摘
も
適
切
で

あ
る
。

　
第
五
章
は
、
こ
れ
ま
で
の
章
に
お
い
て
加
藤
君
が
展
開
し
て
き
た

議
論
を
さ
ら
に
史
料
的
に
補
完
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
朝

野
愈
載
』
巻
四
の
記
す
と
こ
ろ
か
ら
、
同
君
は
「
日
本
国
使
人
」
と

称
さ
れ
た
呂
延
嗣
の
「
長
大
少
髪
」
が
そ
の
ま
ま
わ
が
遣
唐
使
に
対

す
る
唐
代
中
国
人
に
共
通
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
点
に
着
眼
し
、
こ

の
イ
メ
ー
ジ
が
成
立
、
定
着
し
た
時
代
を
探
究
し
て
、
同
史
料
の
も

つ
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
章
に
お
い
て
も
、
加
藤

君
は
日
中
両
国
の
史
料
を
駆
使
し
て
実
に
丁
寧
な
考
証
を
重
ね
、
無

理
の
な
い
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
検
討
対
象
が
唐
開

元
年
問
の
事
例
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
則
天
武
后
の
長
安
二
年

に
入
唐
し
た
「
日
本
国
使
人
」
の
大
使
が
十
年
以
上
に
わ
た
り
当
地

に
在
留
し
て
い
た
こ
と
と
の
関
連
が
想
起
さ
れ
、
「
長
大
少
髪
」
が

大
使
、
坂
合
部
大
分
の
こ
と
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
朝
野
愈
載
』
の
当
該
記
事
が
遣
唐
使
の

選
任
基
準
を
窺
い
知
る
史
料
と
し
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
の
意

義
は
大
き
い
。

　
第
六
章
は
、
遣
使
に
対
す
る
借
位
制
に
関
す
る
論
考
で
あ
る
。
外

交
使
節
が
「
位
を
借
り
る
」
行
為
、
す
な
わ
ち
朝
廷
が
使
人
に
位
を

貸
与
す
る
事
例
は
け
っ
し
て
珍
し
い
事
柄
で
は
な
い
。
借
位
に
つ
い

て
は
こ
の
ほ
か
、
国
司
の
推
挙
し
た
善
政
あ
る
郡
司
、
あ
る
い
は
神

社
に
対
す
る
も
の
な
ど
が
知
ら
れ
、
借
位
を
扱
っ
た
研
究
も
少
な
く

な
い
が
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
依
然
十
分
な
解
明
が
な
さ
れ
て
い

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
加
藤
君
は
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、

外
交
使
節
に
対
す
る
借
位
制
の
起
源
お
よ
び
そ
の
創
始
の
事
情
を
考

察
し
、
併
せ
て
借
位
が
外
交
上
果
た
し
た
機
能
に
つ
い
て
究
明
し
よ

う
と
す
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
『
続
日
本
紀
』
、
『
旧
唐

書
』
な
ど
に
加
え
、
新
た
に
『
元
和
姓
纂
』
や
『
東
大
寺
要
録
』
に

み
え
る
史
料
を
分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遣
唐
使
借
位

126



特別記事

の
大
宝
度
開
始
や
藤
原
清
河
ら
天
平
勝
宝
四
年
入
唐
使
節
へ
の
借
授

の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
史
料
を
総
合

的
に
検
討
し
た
結
果
、
借
授
さ
れ
た
位
階
は
国
内
的
に
は
意
味
を
も

た
ず
、
官
位
昇
進
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
、
位
記
を
伴
わ
な
い
こ

と
、
借
授
さ
れ
る
位
は
本
位
に
比
べ
原
則
と
し
て
一
等
上
級
の
服
色

と
な
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
遣
唐
使
借
位
が

帰
国
後
特
進
せ
し
め
ら
れ
る
位
を
予
め
在
唐
中
に
用
い
た
と
す
る
従

来
の
解
釈
を
退
け
て
い
る
。

　
さ
ら
に
『
唐
会
要
』
や
『
通
典
』
な
ど
多
く
の
史
料
を
駆
使
し
て

同
制
度
の
唐
に
お
け
る
あ
り
方
、
運
用
が
検
討
さ
れ
、
貸
与
期
問
の

暫
定
性
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
日
本

に
お
い
て
同
制
度
が
大
宝
度
に
開
始
さ
れ
、
唐
に
お
け
る
そ
れ
が
こ

れ
に
先
立
つ
こ
と
十
一
年
、
武
后
天
授
二
年
と
す
る
と
、
こ
の
間
遣

唐
使
の
往
来
が
な
い
こ
と
か
ら
直
ち
に
唐
か
ら
の
継
受
を
想
定
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
唐
の
入
蕃
使
に
着
目
し
て
議
論
を
進

展
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
君
は
さ
ら
に
中
国
南
北

朝
に
お
け
る
仮
官
と
仮
号
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
を
進
め
、
『
魏
書
』
、

『
宋
書
』
が
綿
密
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
外
交
の
任
に

就
か
ん
と
す
る
官
人
に
対
し
て
官
号
が
授
け
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て

み
る
と
、
仮
授
に
よ
り
身
分
的
粉
飾
と
い
う
べ
き
官
人
の
威
儀
に
関

す
る
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
や
、
そ
の
暫
定
性
が
改
め
て
確
認

さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
が
直
ち
に
日
本
へ
の
導
入
に
結
び

つ
く
か
ど
う
か
に
つ
い
て
必
ず
し
も
議
論
が
詰
め
き
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
そ
の
蓋
然
性
の
高
さ
を
推
定
す
る
こ
と
に
大
き
な
無

理
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
本
章
の
結
論
部
分
に
お
い
て
唐
の
蕃
望
制
と
の
か
か
わ
り

を
視
野
に
入
れ
、
し
か
も
「
自
尊
意
識
を
守
る
た
め
に
自
尊
意
識
が

傷
つ
け
ら
れ
か
ね
な
い
ジ
レ
ン
マ
」
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
日
本
の

自
尊
的
対
外
意
識
を
な
る
べ
く
損
わ
ぬ
よ
う
な
形
で
、
唐
を
中
心
と

し
た
国
際
関
係
の
現
実
と
の
間
に
図
ら
れ
た
妥
協
策
が
遣
唐
使
借
位

と
な
っ
て
表
わ
れ
た
」
と
の
見
解
は
十
分
な
説
得
力
を
有
し
て
い
よ

う
。　

第
七
章
は
、
元
慶
六
年
に
来
日
し
た
渤
海
使
の
接
遇
に
あ
た
っ
た

菅
原
道
真
が
鴻
腫
館
で
の
詩
宴
に
お
い
て
日
渤
両
国
の
官
人
に
よ
り

贈
答
さ
れ
た
作
品
を
集
め
た
『
鴻
臆
贈
答
詩
』
の
序
文
の
背
景
と
意

義
と
を
考
察
し
な
が
ら
、
外
交
接
待
の
任
に
あ
た
っ
た
道
真
の
立
場

を
明
ら
か
に
し
、
同
遣
使
接
待
の
事
情
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
同
君
は
ま
ず
こ
の
序
文
に
対
し
て
、
「
日
渤
両
国
の
官
人
が
鴻
朧

館
で
く
り
広
げ
た
詩
宴
の
中
で
生
ま
れ
た
作
品
群
を
一
編
に
纏
め
残

そ
う
と
し
た
趣
旨
と
作
品
の
成
立
事
情
、
編
者
道
真
が
外
交
接
待
官

と
し
て
詩
宴
に
臨
ん
だ
姿
勢
な
ど
を
簡
潔
か
つ
含
蓄
あ
る
表
現
で
記

述
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
」
そ
の
意
義
を
見
い
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
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渤
海
使
と
日
本
側
接
遇
者
と
の
間
で
頻
り
に
交
わ
さ
れ
た
詩
文
の
贈

答
は
外
交
交
渉
上
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
日
本
古
代
国
家
の
国
際
的

位
置
づ
け
や
東
ア
ジ
ア
諸
国
問
の
外
交
交
渉
の
態
様
を
理
解
す
る
上

で
看
過
し
え
な
い
価
値
を
含
ん
で
い
る
と
評
価
す
る
。
こ
れ
と
同
時

に
、
同
君
は
接
遇
行
為
に
か
か
わ
っ
た
官
人
の
意
識
、
官
人
間
の
相

互
関
係
や
外
交
接
遇
官
の
職
を
務
め
る
こ
と
の
官
人
社
会
に
お
け
る

意
義
な
ど
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

『
三
代
実
録
』
そ
の
他
様
々
な
史
料
が
縦
横
に
駆
使
さ
れ
、
渤
海
国

を
代
表
す
る
文
人
官
僚
に
ひ
け
を
と
ら
ぬ
人
材
が
日
本
側
で
も
起
用

さ
れ
た
背
景
が
実
に
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い

て
は
す
で
に
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
優
れ
た
先
行
研
究
が
み
ら
れ
る

も
の
の
、
同
君
ほ
ど
包
括
的
か
つ
緻
密
に
分
析
を
加
え
、
詩
文
贈
答

が
王
朝
間
外
交
上
、
準
公
式
的
行
事
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
解
に

指
摘
し
た
論
考
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
治
部

大
輔
と
玄
蕃
頭
と
し
て
渤
海
使
の
接
遇
に
あ
た
っ
た
道
真
と
嶋
田
忠

臣
の
関
与
に
関
す
る
考
究
は
ま
さ
に
精
緻
を
き
わ
め
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
接
遇
の
事
情
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
道
真
の
党
派
的
紐
帯
意

識
が
指
摘
さ
れ
る
点
は
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。

　
本
章
に
お
け
る
分
析
を
通
じ
て
、
同
君
は
元
慶
年
間
以
来
学
儒
の

栄
達
を
重
ね
な
が
ら
多
く
批
判
に
さ
ら
さ
れ
自
ら
の
地
位
に
不
安
を

覚
え
て
い
た
道
真
に
と
っ
て
渤
海
使
待
遇
が
も
っ
た
意
義
、
さ
ら
に

は
道
真
の
周
辺
に
あ
っ
て
接
遇
に
か
か
わ
っ
た
官
人
達
の
党
派
性
が

も
つ
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
文
人
官
僚
の
渉
外
活

動
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
論
究
す
べ
き
余
地
が
残
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
、
か
か
る
結
論
が
高
い
実
証
性
の
上
に
導
き
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
説
得
力
に
富
ん
で
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
つ
づ
く
第
八
章
で
は
、
前
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
鴻
臆
贈
答
詩

序
」
を
再
度
取
り
上
げ
、
主
と
し
て
「
江
郎
中
」
の
特
定
を
中
心
と

し
て
、
道
真
と
と
も
に
渤
海
使
と
詩
文
贈
答
の
機
会
を
得
た
官
人
を

当
時
の
学
閥
紛
争
や
道
真
の
立
場
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
の
対
象

と
し
て
い
る
。
道
真
と
そ
の
際
、
い
わ
ば
連
帯
意
識
を
形
成
し
た

「
二
大
夫
」
、
「
両
典
客
」
と
と
も
に
『
鴻
臆
贈
答
詩
』
に
作
品
を
残

す
「
江
郎
中
」
に
つ
い
て
『
三
代
実
録
』
そ
の
他
多
く
の
史
料
よ
り

考
証
を
重
ね
、
そ
の
特
定
を
試
み
て
い
る
。

「
江
郎
中
」
に
つ
い
て
は
、
唐
名
で
「
郎
中
」
と
表
記
さ
れ
る
官
職

に
在
任
す
る
「
大
江
某
」
な
る
者
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
具
体

的
人
物
の
特
定
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

加
藤
君
は
、
『
三
代
実
録
』
を
出
発
点
と
し
て
貞
観
八
年
の
改
姓
以

降
十
世
紀
初
頭
に
至
る
大
江
氏
出
身
官
人
を
対
象
と
し
て
絞
り
込
み

の
作
業
を
進
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
大
江
音
人
以
下
九
名
が
対
象
と

さ
れ
、
最
終
的
に
は
四
名
の
「
江
郎
中
」
比
定
候
補
者
に
つ
い
て
そ

の
履
歴
が
丹
念
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
そ
の
一
方
で
唐
名
の
中
に
「
郎
中
」
の
語
を
含
む
官
職
を

『
二
中
歴
』
な
ど
か
ら
整
理
し
た
上
で
「
鴻
臆
贈
答
詩
序
」
と
の
照

合
か
ら
治
部
丞
（
礼
部
郎
中
）
を
意
味
す
る
と
の
結
論
を
提
出
し
、

そ
の
史
料
的
裏
付
け
を
綿
密
に
進
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
三
代
実

録
』
中
か
ら
治
部
丞
在
職
者
が
析
出
さ
れ
れ
ば
好
都
合
で
は
あ
る
が
、

残
念
な
が
ら
元
慶
年
問
に
該
当
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
先
の
「
江
郎
中
」
比
定
候
補
者
の
再
検
討
を
行
い
、
大
江
玉

淵
を
も
っ
て
最
有
力
人
物
と
す
る
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

　
同
君
は
さ
ら
に
こ
う
し
た
検
討
を
踏
ま
え
、
大
江
氏
第
二
世
代
が

家
運
を
つ
な
ぐ
架
橋
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

道
真
が
大
江
氏
を
一
族
同
然
と
み
な
し
、
同
門
と
す
る
認
識
を
も
っ

て
い
た
こ
と
を
付
言
し
て
い
る
。
以
上
の
分
析
か
ら
、
道
真
が
抱
い

た
学
閥
意
識
の
一
端
が
明
ら
か
と
な
る
と
と
も
に
、
九
世
紀
末
に
お

け
る
菅
原
、
大
江
両
家
の
親
密
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
見

解
は
も
ち
ろ
ん
一
定
の
推
論
の
上
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る

が
、
実
に
多
く
の
史
料
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
説
得
力
に
富
ん

で
い
る
。

　
以
上
、
論
文
の
構
成
に
従
い
つ
つ
内
容
を
紹
介
し
、
敵
宜
論
評
を

加
え
て
き
た
。
な
お
、
各
章
の
論
考
は
す
で
に
『
法
学
研
究
』
そ
の

他
の
学
術
誌
に
掲
載
さ
れ
、
学
界
に
お
い
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い

る
。

　
加
藤
君
の
論
文
は
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
い
く
つ
か
の
課
題
を
残

し
つ
つ
も
、
全
体
を
通
じ
て
明
確
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
そ
の
見

解
は
実
に
多
数
の
史
料
に
よ
り
丹
念
に
実
証
さ
れ
て
い
る
。
絶
え
ず

古
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
外
交
使
節
を

め
ぐ
る
多
く
の
問
題
点
を
古
代
日
本
の
官
人
社
会
の
特
質
と
の
関
連

に
お
い
て
分
析
し
た
本
論
文
の
視
点
は
明
瞭
か
つ
斬
新
で
あ
り
、
同

分
野
の
発
展
に
多
大
の
寄
与
を
な
す
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。

　
よ
っ
て
、
審
査
員
一
同
は
一
致
し
て
、
加
藤
順
一
君
に
対
し
、
博

士
（
法
学
）
（
慶
慮
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当

と
考
え
、
こ
こ
に
報
告
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。

平
成
二
一
年
六
月
一
日

主
査

副
査

副
査

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授

清
和
大
学
学
長
法
学
博
士

笠
原
　
英
彦

寺
崎
　
　
修

利
光
三
津
夫
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