
序

一
九
七
七
年
に
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
専
任
講
師
に
就
任
以
来
、
三
三
年
の
長
き
に
わ
た
り
慶
應
義
塾
お
よ
び
法
学
部
の
学
問
と

教
育
に
ご
尽
力
さ
れ
た

山
宏
教
授
が
本
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
定
年
に
よ
り
退
職
さ
れ
る
。

山
宏
先
生
は
一
九
六
八
年
、
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
の
ご
卒
業
で
あ
る
。
学
部
で
は
中
村
勝
己
先
生
の
研
究
会
（
ゼ
ミ
）
で

経
済
史
を
学
ば
れ
た
。
卒
業
後
は
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
に
進
ま
れ
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
研
究
で
知
ら
れ
る
大
野
精
三
郎
教
授

の
指
導
を
仰
ぐ
一
方
、
丸
山
眞
男
、
村
瀬
興
雄
、
安
藤
英
治
、
脇
圭
平
、
平
井
正
、
多
田
真
鋤
な
ど
の
諸
先
生
の
門
を
叩
き
、
薫
陶

を
受
け
ら
れ
た
。
一
九
七
四
年
に
大
学
院
博
士
課
程
を
修
了
し
、
一
橋
大
学
社
会
学
部
で
の
三
年
間
に
わ
た
る
助
手
を
経
て
、
慶
應

義
塾
に
戻
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
先
生
は
一
九
八
二
年
に
助
教
授
、
一
九
八
七
年
に
教
授
へ
と
昇
進
さ
れ
、
順
調
な
学
究
生
活
を
送
ら

れ
た
。山

先
生
が
研
究
者
と
し
て
の
名
声
を
確
立
さ
れ
た
の
は
、
博
士
学
位
論
文
と
も
な
っ
た
一
九
八
六
年
出
版
の
ご
著
書

ワ
イ
マ

ー
ル
文
化
と
フ
ァ
シ
ズ
ム

（
み
す
ず
書
房
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
同
書
が
登
場
す
る
ま
で
、
学
界
か
ら
世
間
一
般
ま
で
の
ワ
イ
マ
ー

ル
文
化
に
対
す
る
関
心
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
問
題
と
切
り
離
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
は
民
主
主

義
的
政
治
が
あ
り
、
世
界
に
開
か
れ
た
文
化
的
雰
囲
気
が
あ
り
、
文
学
や
美
術
や
映
画
や
音
楽
の
爛
熟
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
ふ
み
に

じ
っ
た
の
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
と
相
容
れ
な
い
ナ
チ
ス
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
、
暴
力
的
で
悪
辣
な
様
々
な
手
段
を
用
い
て
、
成
熟

し
た
政
治
や
文
化
の
領
域
に
参
加
で
き
な
い
、
教
養
の
低
く
未
成
熟
な
人
々
を
煽
り
、
ワ
イ
マ
ー
ル
の
黄
金
時
代
を
終
わ
ら
せ
て
し
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ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ナ
チ
ス
の
潰
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
の
可
能
性
を
現
代
に
救
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
は
、
そ
う

し
た
観
点
か
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
が
注
目
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
と
ナ
チ
ス
は
水
と
油
の
関
係

に
あ
る
か
の
如
く
に
思
わ
れ
て
い
た
。

山
先
生
は
も
ち
ろ
ん
ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
を
心
か
ら
愛
し
て
や
ま
な
い
方
で
あ
る
。
そ
の
分
野
の
文
献
資
料
の
蒐
集
家
と
し
て
も
、

つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
国
際
文
化
都
市
ベ
ル
リ
ン
へ
の
こ
だ
わ
り
は
並
大
抵
で
は
な
い
。
し
か
し
、
先
生
は
ワ
イ
マ
ー
ル
文

化
に
つ
い
て
の
従
来
の
常
識
論
に
は
く
み
さ
な
か
っ
た
。
ご
著
書
に
お
い
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
の
本
質
に
ナ
チ
ス
的
な
も
の
が
伏

在
し
て
い
た
と
い
う
、
い
わ
ば
連
続
性
の
観
点
を
強
く
打
ち
出
さ
れ
た
。

そ
こ
で
キ
イ
ワ
ー
ド
と
さ
れ
た
の
は

保
守
革
命

で
あ
る
。
先
生
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
本
質
的
要
素
と
し
て

保
守
革

命

と
呼
ば
れ
る
思
潮
を
重
視
し
、
そ
れ
が
、
現
状
か
ら
の
脱
却
を
待
望
す
る

動
態
性

へ
の
志
向
と
、
人
間
存
在
を
新
た
に
基

礎
づ
け
て
く
れ
る

支
え
る
力

へ
の
憧
憬
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
、
論
じ
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な

動
態
性

や

支
え

る
力

の
あ
ら
わ
れ
方
・
組
み
合
わ
さ
れ
方
の
相
違
に
よ
っ
て
、
政
治
に
お
け
る
右
翼
と
左
翼
、
文
化
に
お
け
る
表
現
主
義
な
ど
が

登
場
し
て
く
る
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
異
質
で
あ
っ
た
り
対
照
的
で
あ
っ
た
り
無
関
係
で
あ
っ
た
り
す
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た
諸
々
を
、
先
生
は

保
守
革
命

と
い
う
概
念
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
び
付
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の

保
守
革
命

論
に
よ
っ
て
先
生
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
政
治
・
文
化
・
社
会
を
総
合
的
に
把
握
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
関
連
性

を
分
析
す
る
た
め
の
説
得
的
な
視
点
を
、
初
め
て
学
界
に
示
し
得
た
と
言
っ
て
よ
い
。

当
時
、
本
書
は
絶
大
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
以
後
、
学
界
に

保
守
革
命

と
い
う
術
語
が
定
着
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
論
じ
方

が
様
変
わ
り
し
た
と
言
え
る
。
こ
れ
は

山
先
生
の
記
し
た
大
き
な
学
問
的
業
績
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

保
守
革
命

と
い
う
言
葉
へ
の
着
目
や
定
義
づ
け
を
通
し
て
、
先
生
の
学
風
の
全
体
像
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

保
守
革
命

と
は
、
哲
学
や
思
想
と
し
て
厳
格
に
内
容
を
規
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
一
歩
前
の
思
潮
や
気
分
の
よ
う
な
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も
の
で
あ
り
、
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
力
な
も
の
で
は
な
く
、
ナ
チ
ス
に
命
を
吹
き
込
む
ほ
ど
、
歴
史
に
多
大
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
。
で
は
、
思
想
そ
の
も
の
と
し
て
は
曖
昧
な

保
守
革
命

が
、
な
ぜ
目
的
も
内
容
も
よ
り
具
体
的
な
思
想
よ
り
も
歴

史
に
機
能
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は

保
守
革
命

的
な
考
え
方
・
感
じ
方
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
経
験
や
一
九
二
〇
年
代

の
都
市
文
化
の
経
験
、
そ
の
時
代
な
ら
で
は
の
社
会
的
諸
経
験
を
最
も
よ
く
反
映
し
抱
合
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
先
生
の
学
風
の
根
本
は
、
抽
象
的
な
理
論
に
も
瑣
末
な
事
実
に
も
傾
か
ず
、
理
論
と
事
実
と
を
、
人
間
の
社
会
的
経
験
を

通
じ
て
常
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
あ
る
。
学
問
は
理
論
研
究
と
実
証
研
究
に
分
岐
し
が
ち
な
も
の
で
あ
る
が
、
先
生
は
政

治
史
、
社
会
史
、
風
俗
史
と
理
論
、
哲
学
、
思
想
と
を
不
可
分
に
、
し
か
も
ど
れ
を
主
と
も
従
と
も
せ
ず
に
等
価
的
に
と
ら
え
る
ま

な
ざ
し
を
、
若
き
日
か
ら
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
。
理
論
研
究
だ
け
で
も
実
証
研
究
だ
け
で
も
明
ら
か
に
し
え
な
い
、
観

念
と
現
実
と
が
社
会
的
経
験
を
通
じ
て
不
断
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
て
ゆ
く
仕
組
み
に
こ
そ
、
思
想
や
歴
史
を
考
え
る
う
え
で
の

も
っ
と
も
大
切
な
領
域
が
あ
る
と
い
う
信
念
を
抱
か
れ
て
き
た
。

そ
う
し
た
お
考
え
は
、
学
生
時
代
か
ら
経
済
学
、
社
会
学
、
政
治
学
、
歴
史
学
、
都
市
文
化
論
、
時
間
論
な
ど
を
幅
広
く
摂
取
さ

れ
て
き
た
、
先
生
の
学
問
的
系
譜
の
豊
か
さ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
生
が
学
生
時
代
を
過
ご
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇

年
代
に
か
け
て
の
日
本
の
、
政
治
と
文
化
と
思
想
と
が
混
沌
と
な
っ
た
時
代
状
況
が
、
先
生
の
学
問
的
営
為
に
一
定
の
影
響
を
与
え

た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。

山
先
生
は
、
時
代
に
先
駆
け
て
学
際
的
で
あ
ら
れ
た
。
先
生
の
ご
性
格
を
反
映
し
て
か
、
研
究
会
か
ら
は
ド
イ
ツ
政
治
思
想
、

日
本
思
想
、
国
際
政
治
、
社
会
学
、
哲
学
、
美
学
、
芸
術
批
評
な
ど
に
活
躍
す
る
、
多
彩
な
人
材
が
輩
出
し
て
い
る
。

山
先
生
の

ご
退
職
と
同
時
に
本
年
四
月
よ
り
法
学
部
准
教
授
に
就
任
す
る
片
山
杜
秀
氏
は
そ
う
し
た
逸
材
の
筆
頭
で
あ
り
、
近
代
文
化
史
論
、

音
楽
史
論
な
ど
の
分
野
で
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。

山
先
生
は
普
段
は
寡
黙
な
お
人
柄
に
見
え
る
。
し
か
し
内
面
に
秘
め
る
人
生
哲
学
と
学
問
へ
の
思
い
は
強
く
、
教
授
会
な
ど
の
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場
に
お
い
て
も
鋭
い
発
言
で
議
論
の
方
向
を
決
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
の
先
生
の
一
貫
し
た
基
本
は
、
学
問
と
研
究
の

独
立
性
の
確
保
に
あ
っ
た
。

先
生
の
ご
研
究
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
後
の
諸
論
文
で
ま
す
ま
す
深
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
ま
だ
ご
著
書
に
は
ま
と
め
ら

れ
て
い
な
い
が
、
遠
か
ら
ず
そ
の
日
は
来
る
で
あ
ろ
う
。
先
生
の
今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
し
て
や
ま
な
い
。

山
宏
先
生
の
長
年
に
わ
た
る
学
部
に
対
す
る
ご
貢
献
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
ご
健
勝
を
祈
念
し
て
、
本
号
を
謹
ん
で

進
呈
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
う
。

平
成
二
三
年
一
月

法
学
部
長

国

分

良

成
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