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特別記事

工

ル
ブ
シ
ュ
ラ
・
モ
ハ
メ
ド
・
ニ
ラ
ミ
ン
君

学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
研
究
科
公
法
学
専
攻
に
在
学
す
る
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ

・
モ
ハ
メ
ド
・
エ
ラ
ミ
γ
君
（
以
下
「
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
」
と
い
う
）
か

ら
提
出
さ
れ
た
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
博
士
学
位
請
求
論
文
は
、

　
　
「
犯
罪
予
防
に
お
け
る
警
察
制
度
の
役
割
等
に
関
す
る
研
究

　
　
　
　
ー
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
と
日
本
の
制
度
及
び
実
務
の
実
際
の
比

　
　
　
　
　
較
検
討
を
中
心
に
f
」

で
あ
り
、
そ
の
構
成
は
、
大
別
し
て
五
部
に
分
か
れ
る
．

　
ま
ず
、
本
論
文
執
筆
に
至
る
簡
単
な
経
緯
と
章
立
て
を
紹
介
す
る
「
は

じ
め
に
」

　
　
一

　
　
二

　
　
三

　
　
四

　
　
五

に
つ
き
、

　
そ
の
内
容
を
摘
記
す
れ
ば
、

　
ま
ず
、

　
に
続
い
て
、

　
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
に
お
け
る
刑
事
司
法

犯
罪
原
因
論

犯
罪
の
予
防

犯
罪
の
予
防
に
お
け
る
矯
正
施
設
の
役
割

　
日
本
の
警
察
制
度
の
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
へ
の
導
入
の
可
否
に
つ

い
て

　順次、

叙
述
が
進
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
「
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
に
お
け
る
刑
事
司
法
」
の
大
項
目
で
論
じ
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ら
れ
る
の
は
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
に
お
げ
る
犯
罪
の
趨
勢
に
つ
き
、
犯
罪

白
書
を
も
と
に
、
欧
米
諸
国
及
び
我
が
国
と
比
較
し
、
米
国
に
比
す
る
と

き
は
未
だ
少
な
い
も
の
の
、
欧
州
の
各
国
と
ほ
ぽ
同
数
あ
る
い
は
そ
れ
に

近
い
発
生
率
で
あ
り
、
し
か
も
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
に
お
け
る
経
済
の
実
情

を
反
映
し
、
財
産
犯
が
暫
増
の
傾
向
に
あ
り
、
少
年
非
行
も
増
加
し
て
い

る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
す
る
。
次
い
で
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
の
司
法
制
度
一

般
を
論
じ
る
が
、
同
国
に
お
い
て
は
、
三
〇
〇
に
及
ぶ
部
族
が
存
す
る
一

方
、
異
な
っ
た
多
数
の
政
治
思
想
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
宗
教
的

な
背
景
を
異
に
す
る
が
故
に
、
社
会
構
造
そ
の
も
の
が
複
雑
で
あ
り
、
法

の
指
導
原
理
を
統
一
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
．
も
と
よ

り
、
制
定
法
に
種
々
の
指
導
原
理
が
見
ら
れ
る
も
の
の
．
イ
ス
ラ
ム
教
の

正
義
が
法
源
と
し
て
無
視
出
来
な
い
う
え
，
こ
れ
ま
で
の
長
期
に
わ
た
る

植
民
地
支
配
の
影
響
が
多
く
の
点
に
根
深
く
残
り
、
警
察
組
織
も
と
か
く

政
治
に
支
配
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
刑
事
司
法
制
度

の
中
で
も
、
と
り
わ
け
強
大
な
権
限
を
有
す
る
警
察
組
織
の
近
代
化
こ
そ

が
、
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
の
刑
事
司
法
制
度
の
近
代
化
を
促
す
も
の
で
あ
り
、

急
務
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
．

　
そ
し
て
、
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
は
、
一
部
我
が
国
の
そ
れ
と
共
通
す

る
と
こ
ろ
が
な
い
で
は
な
い
が
、
か
つ
て
の
宗
主
国
で
あ
る
英
国
の
影
響

を
強
く
受
け
る
と
と
も
に
、
刑
罰
に
お
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
教
え
に

基
づ
く
固
定
刑
（
ハ
ッ
ド
）
、
同
態
復
讐
刑
（
ギ
ザ
ー
ス
）
、
答
刑
等
が
．

今
な
お
実
施
さ
れ
、
こ
れ
が
、
我
が
国
や
西
欧
諸
国
と
の
大
き
な
相
違
点

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
二
の
「
犯
罪
原
因
論
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
欧
米
」
の
犯
罪

原
因
論
の
概
要
を
紹
介
し
た
も
の
と
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
の
二
か
所
の
中

央
刑
務
所
の
受
刑
者
に
対
す
る
実
態
調
査
結
果
を
も
と
に
、
既
存
の
「
犯

罪
原
因
論
」
が
、
ス
ー
ダ
ン
社
会
に
お
け
る
犯
罪
原
因
の
説
明
に
い
か
に

応
用
さ
れ
得
る
か
を
論
じ
た
も
の
と
に
大
別
で
き
る
。
こ
と
に
前
者
に
つ

い
て
は
、
我
が
国
に
お
け
る
犯
罪
原
因
論
の
多
く
が
、
学
者
や
実
務
家
に

よ
っ
て
、
欧
米
の
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
紹
介
さ
れ
て
祖
述
さ
れ
て
い
る
点
を

批
判
し
、
日
本
の
文
化
、
伝
統
、
社
会
の
在
り
方
と
全
く
違
っ
た
欧
米
の

社
会
で
起
き
た
犯
罪
の
原
因
分
析
か
ら
得
た
仮
説
を
、
そ
の
ま
ま
用
い
る

の
で
は
な
く
、
目
本
の
実
情
を
分
析
し
た
結
果
に
基
づ
い
た
日
本
の
犯
罪

原
因
論
を
構
想
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
、

こ
の
正
し
い
指
摘
に
応
え
ね
ぽ
な
る
ま
い
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
何
と
言
っ
て
も
特
筆
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

後
者
の
犯
罪
原
因
を
実
証
的
に
検
証
し
た
実
態
調
査
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
は
、
一
九
八
四
年
に
、
首
都
ハ
ル
ツ
ー
ム
と
紅
海
に
面

し
た
港
町
ポ
ー
ト
ス
ー
ダ
ソ
に
あ
る
各
中
央
刑
務
所
の
受
刑
者
に
ア
ソ
ケ

ー
ト
調
査
を
し
、
回
収
し
た
結
果
を
慶
鷹
義
塾
大
学
の
計
算
セ
ン
タ
ー
で

分
析
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
ソ
ケ
ー
ト
調
査
は
、
二
三
の
大
項
目
（
う
ち

一
項
目
は
、
氏
名
に
代
え
て
被
収
容
者
番
号
）
か
ら
な
る
詳
細
な
も
の
で
、

こ
れ
ら
を
三
七
表
（
番
号
一
な
い
し
二
一
）
に
ま
と
め
た
う
え
、
さ
ら
に

そ
れ
を
要
約
し
て
、
一
表
（
番
号
二
二
）
と
五
図
と
に
ま
と
め
た
も
の
で

あ
っ
て
、
同
国
の
刑
務
所
で
受
刑
中
の
者
た
ち
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
詳

細
な
調
査
は
、
こ
れ
ま
で
に
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
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て
の
功
績
は
極
め
て
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

　
三
の
「
犯
罪
の
予
防
」
で
大
き
な
部
分
を
占
め
る
の
は
、
警
察
制
度
で

あ
り
．
言
う
ま
で
も
な
く
，
こ
れ
こ
そ
が
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
の
関
心
の
最

も
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
目
本
の
警

察
制
度
を
歴
史
的
に
概
観
し
た
の
ち
、
警
察
組
織
全
般
に
わ
た
っ
て
検
討

し
、
そ
の
な
か
で
も
、
警
察
組
織
の
科
学
化
と
外
勤
警
察
の
活
動
（
交
番

制
度
、
派
出
所
制
度
）
に
注
視
し
、
と
り
わ
け
後
者
、
外
勤
警
察
活
動
が
、

防
犯
上
顕
著
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
の
認
識
の
下
に
、
そ
の
中
心
的

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
職
務
質
問
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
は
、

ま
ず
、
我
が
国
に
お
け
る
職
務
質
問
の
実
際
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
、

警
察
官
職
務
執
行
法
二
条
に
つ
い
て
の
法
意
を
検
討
し
た
の
ち
、
我
が
国

の
職
務
質
間
に
つ
い
て
の
判
例
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
判
例
分
析
の

方
法
は
、
概
ね
我
が
国
の
研
究
に
沿
う
て
い
る
が
、
職
務
質
問
の
多
様
な

局
面
に
つ
き
判
例
理
論
を
分
析
整
理
し
た
後
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
の
警
察

活
動
の
多
く
を
外
勤
警
察
活
動
に
振
り
向
け
る
こ
と
を
提
言
す
る
も
の
で

あ
り
、
職
務
質
間
に
あ
た
り
、
人
権
を
考
慮
し
た
運
用
を
実
現
す
る
た
め

に
も
、
日
本
の
実
務
の
実
際
を
い
か
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
検

討
す
る
部
分
は
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
．
日
本
に
お
い
て
は
、
任
意
捜
査

が
原
則
で
あ
っ
て
、
特
別
の
定
め
が
な
け
れ
ば
強
制
捜
査
に
は
及
び
得
な

い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
職
務
質
問
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
任
意
の
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
っ
ば
ら
行
政
警
察
の
必
要
上
、
強
制

に
は
わ
た
ら
な
い
一
定
限
度
の
有
形
力
の
行
使
が
ど
の
程
度
許
さ
れ
る
か
、

換
言
す
る
と
、
行
政
警
察
の
要
請
か
ら
個
人
の
自
由
を
ど
の
程
度
制
限
す

る
こ
と
が
で
ぎ
る
か
と
の
方
向
で
、
職
務
質
問
に
関
す
る
判
例
が
積
み
重

ね
ら
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
に
お

け
る
警
察
組
織
は
、
捜
査
権
限
は
も
と
よ
り
検
挙
者
を
起
訴
し
か
つ
処
罰

す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
強
大
な
権
限
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
仮

に
日
本
に
お
け
る
判
例
の
基
準
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
自
ら

の
権
限
を
縮
小
な
い
し
は
規
制
す
る
方
向
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
警
察
組
織
内
に
お
け
る
か
よ
う
な
意
志
の
統
扁
が
果
た
し
て

可
能
な
の
か
、
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
が

近
代
法
治
国
家
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
．
国
民
の
人
権
に
最
大
限
配
慮
し

な
が
ら
、
犯
罪
の
予
防
を
目
的
と
す
る
職
務
質
問
の
導
入
を
は
か
る
こ
と

も
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
指
向
す
る
同
君
の
態
度
に
は
、
基
本

的
に
正
し
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
四
の
「
犯
罪
の
予
防
に
お
け
る
矯
正
施
設
の
役
割
」
に
関
す
る
部
分
は
、

比
較
的
短
い
。

　
日
本
と
ス
ー
ダ
γ
共
和
国
と
の
刑
務
所
の
処
遇
の
状
況
の
比
較
、
少
年

法
制
の
彼
我
の
比
較
、
少
年
非
行
に
つ
い
て
の
両
国
の
比
較
等
に
分
け
ら

れ
る
が
、
ま
ず
第
一
は
、
国
あ
る
い
は
社
会
の
経
済
レ
ベ
ル
を
反
映
し
、

ス
ー
ダ
ン
共
和
国
に
お
け
る
一
般
国
民
の
生
活
水
準
に
比
し
て
、
目
本
に

お
け
る
受
刑
環
境
は
恵
ま
れ
過
ぎ
て
、
必
ず
し
も
刑
罰
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
り
、
次
に
、
少
年
事
件

に
つ
い
て
、
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
に
お
い
て
は
、
我
が
国
の
少
年
法
の
よ
う

な
特
別
法
が
制
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
成
人
の
刑
事
犯
と
同
様
、
刑
事

訴
訟
法
が
適
用
さ
れ
、
処
遇
の
面
に
お
い
て
も
差
異
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
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ず
、
少
年
事
件
の
特
殊
性
か
ら
す
る
と
、
少
年
法
制
度
の
導
入
の
必
要
が

あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
少
年
非
行
は
、
学
歴
・

職
業
を
問
わ
ず
発
生
し
て
い
る
が
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
で
は
、
未
就
学
者

あ
る
い
は
無
職
の
者
に
限
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
比
較
は
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
以
上
の
検
討
が
な

さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
両
国
の
社
会
制
度
及
び
経
済
状
況
等
が
余
り
に
も

違
う
た
め
に
、
よ
り
具
体
的
な
「
比
較
」
が
困
難
で
あ
る
か
ら
か
も
知
れ

な
い
。

　
五
の
「
日
本
の
警
察
制
度
の
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
へ
の
導
入
の
可
否
に
つ

い
て
」
の
部
分
は
、
既
に
述
べ
て
来
た
こ
と
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
み
ら

れ
る
が
、
両
国
の
歴
史
的
背
景
、
政
治
体
制
、
社
会
制
度
、
宗
教
感
、
習

慣
等
、
多
く
の
点
に
お
い
て
相
違
す
る
の
に
、
果
た
し
て
警
察
制
度
を
導

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
犯
罪
の
原
因
及
び
そ
の
予
防
に
つ
い
て
、

我
が
国
の
実
務
が
ど
の
程
度
参
考
に
な
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
問
題
に

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
は
、
彼
我
の
法
制
に
多
く
の
類

似
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
次
の
諸
点
を
挙
げ
て
、
そ
の

導
入
は
可
能
で
あ
り
、
か
つ
必
要
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
①
刑
事
司
法
制
度
が
、
多
様
化
し
て
い
て
も
、
犯
罪
の
定
義
及
び
そ

　
　
の
原
因
等
に
は
．
そ
れ
ほ
ど
差
異
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と

　
②
　
制
定
法
は
、
実
体
法
と
手
続
法
と
に
分
か
れ
、
実
体
法
は
シ
ャ
リ

　
　
ア
ー
す
な
わ
ち
ク
ー
ラ
γ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
が
、
手
続
法
は
ス

　
　
ィ
ヤ
ー
サ
す
な
わ
ち
政
策
の
間
題
で
あ
り
、
国
家
の
義
務
で
も
あ
る

　
　
か
ら
、
刑
事
司
法
制
度
の
近
代
化
は
国
家
の
義
務
で
あ
る
こ
と

③
刑
事
司
法
制
度
や
犯
罪
の
処
遇
、
そ
の
根
底
に
あ
る
と
思
わ
れ
る

　
　
人
権
に
つ
い
て
は
、
法
制
度
が
異
な
っ
て
も
、
世
界
に
承
認
さ
れ
た

　
　
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と

④
日
本
の
警
察
制
度
は
、
欧
米
の
制
度
を
導
入
し
な
が
ら
日
本
の
伝

　
　
統
的
性
格
を
強
く
打
ち
出
し
て
、
独
自
に
発
展
さ
せ
、
世
界
に
冠
た

　
　
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
は
も
ち
ろ
ん

　
　
他
の
ア
ラ
ブ
諸
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
比
較
に
は
意
味
が
あ
る
こ
と

　
⑤
　
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
警
察
制
度
を
は
じ
め
と
す

　
　
る
刑
事
司
法
制
度
を
、
主
に
英
国
か
ら
導
入
し
て
い
る
が
、
英
国
に

　
　
お
け
る
と
同
様
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
に
お
い
て
も
犯
罪
が
増
加
す
る

　
　
傾
向
に
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
犯
罪
発
生
率
の
著
し
く
少
な

　
　
い
日
本
の
刑
事
司
法
制
度
の
導
入
の
可
否
を
検
討
す
る
こ
と
に
意
義

　
　
が
あ
る
こ
と

等
を
あ
げ
る
。

　
た
し
か
に
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
の
法
制
度
は
英
国
の
法
制
度
の
影
響
を

強
く
受
け
、
日
本
の
法
制
度
と
共
通
し
て
い
る
面
が
な
い
で
は
な
い
の
み

な
ら
ず
、
日
本
が
明
治
初
期
、
歴
史
的
背
景
．
政
治
体
制
、
社
会
制
度
、

宗
教
感
及
び
慣
習
等
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
異
な
っ
た
西
欧
の
法
制
度
を

導
入
し
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
が
正
し
く
指
摘
す
る
よ

う
に
、
今
後
の
努
力
と
方
策
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
ス
ー
ダ
ン
に
お
い
て

も
そ
の
導
入
が
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
論
文
の
主
眼
で
も
あ
る
外
勤
警
察
官
の
制
度
に
つ
い
て
、
ス
ー
ダ
ン

共
和
国
に
お
い
て
は
、
警
察
職
員
の
大
部
分
が
警
察
内
部
の
勤
務
に
就
い
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て
い
る
が
．
警
察
の
近
代
化
を
は
か
り
．
省
力
化
す
る
こ
と
に
よ
ウ
て
生

じ
た
余
剰
の
人
員
を
外
勤
警
察
官
に
振
り
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
は
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
の
た
め
の
犯
罪
や

非
行
の
予
防
モ
デ
ル
を
作
成
し
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
に
お
け
る
刑
事
司
法

制
度
と
警
察
の
近
代
化
の
た
め
の
具
体
的
な
提
言
及
び
目
本
の
警
察
制
度

の
い
か
な
る
部
分
の
導
入
を
は
か
る
べ
き
か
具
体
的
に
示
し
て
、
本
論
文

の
結
論
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
は
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
の
首
都
ハ
ル
ツ

ー
ム
の
警
察
省
に
お
い
て
約
一
六
年
の
実
務
経
験
（
う
ち
三
年
間
は
カ
タ

ー
ル
国
に
お
い
て
警
察
勤
務
及
び
現
地
警
察
官
の
指
導
に
あ
た
る
）
を
も

つ
警
察
官
で
あ
る
が
、
一
九
八
二
年
五
月
に
来
日
し
て
以
来
、
六
年
半
に

わ
た
っ
て
、
我
が
国
に
滞
在
し
、
目
本
の
警
察
制
度
に
つ
い
て
、
文
献
を

渉
猟
し
て
理
論
面
を
研
究
す
る
と
と
も
に
、
折
り
に
ふ
れ
て
、
警
察
庁
あ

る
い
は
警
視
庁
の
幹
部
と
会
い
、
警
察
実
務
に
関
す
る
指
導
層
の
考
え
方

を
学
び
、
警
察
大
学
校
を
訪
ね
て
、
幹
部
警
察
官
の
研
修
制
度
の
実
情
を

見
聞
し
、
さ
ら
に
機
会
あ
る
毎
に
第
一
線
の
警
察
署
、
派
出
所
．
駐
在
所

を
訪
ね
、
行
政
警
察
と
刑
事
警
察
の
両
面
に
つ
い
て
、
現
場
の
状
況
を
つ

ぶ
さ
に
調
査
し
て
多
く
の
情
報
を
集
め
、
理
論
的
、
実
践
的
に
考
察
検
討

を
加
え
つ
つ
、
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
の
警
察
制
度
と
の
比
較
検
討
を
試
み
て
、

ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
の
警
察
制
度
の
現
状
を
打
破
し
、
改
善
す
る
た
め
の
提

案
を
試
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
の
本
論
文
は
、
二
年
前
に
、
英
文
で
書
ぎ
上
げ
ら
れ

た
第
一
稿
に
大
幅
な
訂
正
・
加
筆
が
な
さ
れ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ

る
。
法
学
研
究
科
委
員
会
に
お
い
て
、
外
国
人
留
学
生
の
提
出
す
る
学
位

論
文
は
、
で
き
る
だ
け
、
日
本
語
で
書
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
申
し

合
わ
せ
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
同
君
に
、
格
別
の
努
力
を
求
め
た
。

日
本
語
に
よ
る
論
文
の
下
書
が
提
出
さ
れ
た
後
、
修
正
を
求
め
た
多
く
の

個
所
を
検
討
し
、
そ
の
間
、
習
い
覚
え
た
日
本
語
の
ワ
ー
プ
ロ
を
駆
使
し

て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
全
く
語
系
の
異
な
る
目
本
語
で
、
長
文
の
専

門
論
文
を
仕
上
げ
る
と
い
う
の
は
、
並
た
い
て
い
の
こ
と
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
が
．
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
の
警
察
制
度
の
改
革
に
寄
与
し
た
い
と
す

る
使
命
感
に
裏
付
け
ら
れ
た
努
力
が
、
こ
れ
を
完
成
さ
せ
た
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。

　
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
の
法
制
度
、

殊
に
、
刑
事
司
法
制
度
は
、
多
く
の
矛
盾
や
欠
陥
を
は
ら
ん
だ
、
前
近
代

的
な
法
制
度
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
は
、
一
方
で
は
、
イ
ス
ラ

ム
教
の
聖
典
ク
ー
ラ
ン
に
制
約
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
他
方
で
は
、

英
国
の
法
制
度
を
モ
デ
ル
に
し
た
刑
事
諸
法
典
が
制
定
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
警
察
・
検
察
・
裁
判
な
ど
の
諸
司
法
機
関
が
、
一
世
紀
以

上
に
も
わ
た
っ
て
統
治
・
支
配
さ
れ
て
き
た
植
民
地
時
代
の
影
響
か
ら
、

未
だ
に
．
意
識
的
に
も
、
機
構
的
に
も
脱
皮
で
き
ず
に
い
る
た
め
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
．
そ
し
て
こ
れ
ら
の
司
法
機
関
の
な
か
で
、
欧
米
先
進
諸

国
あ
る
い
は
我
が
国
の
常
識
と
著
し
く
異
な
る
の
は
、
警
察
組
織
が
極
め

て
強
大
で
あ
っ
て
、
捜
査
は
も
ち
ろ
ん
、
検
察
官
に
か
わ
っ
て
起
訴
し
、

さ
ら
に
は
裁
判
の
一
部
を
行
う
ほ
ど
の
権
限
を
有
し
、
刑
務
所
の
管
理
、
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処
遇
に
ま
で
手
を
延
ば
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

警
察
の
現
実
は
非
能
率
的
で
あ
り
、
事
務
処
理
の
大
部
分
が
手
作
業
で
行

わ
れ
て
い
る
た
め
、
警
察
ス
タ
ッ
フ
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
及
ぶ
多
く

の
者
た
ち
が
、
屋
内
で
の
デ
ス
ク
・
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
お
り
、
外
に
出
て
、

民
衆
の
生
活
に
入
り
込
む
者
は
、
極
め
て
少
数
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
の
国
土
は
、
我
が
国
の
七
倍
の
広
さ
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
人
口
は
、
六
分
の
一
の
約
二
〇
〇
〇
万
人
に
す
ぎ
な
い
。
そ

の
国
民
が
、
言
語
、
習
慣
、
宗
教
を
異
に
す
る
三
〇
〇
も
の
部
族
に
分
か

れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
警
察
官
一
人
当
た
り
の
人
口
が
、
我
が
国
の
警

察
官
一
人
当
た
り
五
五
六
人
と
比
べ
て
、
二
・
五
倍
の
一
二
九
四
人
で
あ

り
、
い
か
に
も
手
薄
で
あ
る
。
日
本
の
警
察
活
動
の
一
特
色
を
な
す
派
出

所
、
駐
在
所
の
よ
う
に
、
住
居
の
居
住
地
と
密
着
し
た
関
係
と
比
べ
て
、

余
り
に
も
異
な
っ
た
風
土
で
あ
り
、
は
た
し
て
、
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
の
思

う
よ
う
に
、
目
本
の
警
察
制
度
が
、
ス
ー
ダ
γ
社
会
の
モ
デ
ル
に
な
り
得

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
相
当
の
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
を
構
成
す
る
部
族
の
多
く
は
、
家
族
的
な

結
合
が
強
く
、
地
域
社
会
と
密
接
に
関
連
し
、
社
会
環
境
の
統
制
と
市
民

生
活
の
安
定
に
貢
献
す
る
ヒ
ス
パ
の
制
度
が
根
付
い
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
警
察
が
市
民
生
活
に
根
を
下
ろ
し
、
社
会
や
市
民
生
活
の
安
定
に
協

力
す
る
素
地
は
十
分
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
警
察
と
協
力
せ
ず
、
敵
対
関

係
に
あ
り
が
ち
な
欧
米
社
会
と
は
、
こ
の
点
大
い
に
違
う
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
の
払
っ
た
努
力
の
大
き
さ
の
一
つ
を
示
す
の

に
、
犯
罪
原
因
論
を
実
証
的
に
検
証
し
よ
う
と
し
た
実
態
調
査
が
あ
る
。

既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
、
若
干
重
複
す
る
が
、
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
は
、
一

九
八
四
年
八
月
に
、
一
時
帰
国
し
た
際
に
、
首
都
ハ
ル
ツ
ー
ム
と
紅
海
に

面
し
た
港
町
ポ
ー
ト
ス
ー
ダ
ン
に
あ
る
各
刑
務
所
に
ア
ソ
ケ
ー
ト
調
査
を

依
頼
し
、
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
後
、
さ
ら
に
確
実
を
期
す
た
め
ス
ー
ダ
ン

共
和
国
の
警
察
省
を
通
じ
て
ア
ソ
ケ
ー
ト
調
査
を
補
足
的
に
依
頼
し
、
こ

れ
ら
を
回
収
し
て
慶
鷹
義
塾
大
学
の
計
算
セ
ン
タ
ー
で
分
析
し
た
の
で
あ

る
．
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
か
つ
て
犯
罪
原
因
論
を
研
究
し
た
折
り
に
、

若
干
の
実
態
調
査
の
結
果
を
目
に
し
て
、
そ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で

あ
っ
て
、
二
三
の
大
項
目
（
う
ち
一
項
目
は
、
氏
名
に
代
え
て
被
収
容
者

番
号
）
か
ら
な
る
詳
細
な
も
の
で
、
実
際
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
は
、
刑
務

所
職
員
が
協
力
し
て
い
る
。
同
じ
内
務
省
に
属
す
る
と
は
い
え
、
刑
務
所

当
局
者
が
、
こ
の
大
掛
か
り
な
調
査
に
協
力
し
た
背
景
に
は
、
エ
ル
ブ
シ

ュ
ラ
君
の
目
本
で
の
研
究
に
対
し
て
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
の
内
務
省
の
幹

部
が
い
か
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
示
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
．
も
っ
と
も
、
純
学
問
的
、
客
観
的
に
み
れ

ば
、
調
査
方
法
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
の
選
択
、
分
析
な
ど
に
、
改
善
す

べ
き
間
題
点
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
ス
ー
ダ
ン
の
犯

罪
原
因
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
調
査
し
た
例
が
殆
ど
な
く
、
し
か
も
、
現

に
受
刑
中
の
者
の
意
識
調
査
は
、
は
じ
め
て
の
試
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

点
で
も
、
興
味
の
あ
る
有
意
義
な
研
究
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、

今
後
、
「
比
較
群
」
に
対
し
て
、
同
様
の
調
査
を
実
施
し
、
「
国
内
移
住
の

問
題
が
犯
罪
の
原
因
に
な
る
の
か
」
、
「
飲
酒
が
犯
罪
原
因
と
い
え
る
の
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か
」
、
「
職
業
に
つ
く
機
会
の
不
公
平
は
、
真
に
犯
罪
原
因
で
あ
る
の
か
」
、

「
銃
、
そ
の
他
の
凶
器
の
管
理
と
犯
罪
と
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の

か
」
、
「
精
神
の
弱
さ
、
宗
教
的
教
え
の
影
響
力
が
、
犯
罪
原
因
に
ど
の
よ

う
な
作
用
を
も
つ
の
か
」
等
に
つ
き
、
調
査
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

　
ま
た
、
本
論
文
は
、
行
政
法
学
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
行
政
警
察
に
関

す
る
部
分
に
は
や
や
不
足
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
．
す
な
わ
ち
、
行
政
警

察
の
分
類
上
に
は
異
論
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
引
用
す
る
文

献
に
適
切
さ
を
欠
く
部
分
（
宮
崎
清
文
「
警
察
官
の
た
め
の
行
政
法
講

義
」
は
巡
査
部
長
、
警
部
補
昇
進
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
）
も
見
ら
れ
る

し
、
そ
の
他
に
も
、
掘
り
下
げ
の
不
足
な
部
分
、
思
い
違
い
、
論
理
の
飛

躍
，
日
本
と
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
社
会
の
相
違
に

目
を
つ
ぶ
っ
て
、
警
察
制
度
を
比
較
し
、
目
本
か
ら
学
ぶ
も
の
を
掲
記
し
、

そ
れ
の
導
入
を
考
え
る
と
い
っ
た
短
絡
的
な
議
論
の
進
め
方
も
な
い
で
は

な
い
と
い
っ
た
部
分
が
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
、
さ
ら
に
行
政

警
察
や
警
察
概
念
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
し
、
こ
の
こ
と

が
母
国
の
警
察
制
度
の
発
展
に
さ
ら
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
一
層
の
研
鐙
を
積
ま
れ
て
、
さ
ら
に
実
り
あ
る
研

究
成
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
本
論
文
に
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
君

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
の
刑
事
司
法
制
度
の
う
ち
、
刑

罰
は
、
シ
ャ
リ
ア
ー
の
問
題
、
つ
ま
り
、
ク
ー
ラ
ン
に
定
め
ら
れ
た
こ
と

を
厳
格
に
法
規
化
す
べ
き
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
刑
事
手
続
は
、
ス

イ
ヤ
ー
サ
、
つ
ま
り
政
治
・
政
策
の
問
題
で
あ
る
。
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
が
、

日
本
の
刑
事
警
察
の
長
所
を
、
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
刑
事
訴
訟
の
現
実
の
執
行
に
大
き
な
部
分

を
占
め
る
警
察
省
に
、
同
君
自
身
が
所
属
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
同
君

自
ら
が
内
務
省
の
政
策
決
定
者
を
説
得
し
て
、
警
察
の
機
構
改
革
を
実
現

し
得
る
見
込
み
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
、
犯
罪
の
暫

増
傾
向
（
と
は
い
っ
て
も
、
欧
米
諸
国
に
比
べ
れ
ば
。
未
だ
安
定
し
て
い

る
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
る
の
だ
が
）
に
あ
る
ス
ー
ダ
ソ
共
和
国
の
治
安

当
局
者
は
、
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
の
報
告
と
改
正
提
案
に
大
き
な
期
待
を
も

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
．
こ
の
よ
う
な
治
安
当
局
者
の
態
度
は
、
警
察

の
エ
リ
ー
ト
官
僚
を
六
年
半
余
に
も
わ
た
っ
て
在
外
研
究
を
さ
せ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
十
二
分
に
推
測
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．

　
か
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
の
ま
じ
め
な
努
力

を
評
価
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
今
後
の
成
果
を
期
待
し
て
、
同
君
に
学

位
を
授
与
す
る
こ
と
が
、
同
君
の
今
後
の
警
察
制
度
改
革
の
推
進
者
と
し

て
の
足
掛
か
り
に
も
な
り
、
長
期
間
、
存
分
に
研
究
さ
せ
た
ス
ー
ダ
ン
共

和
国
の
内
務
省
当
局
者
の
英
断
に
応
え
る
道
で
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
外
国
の
制
度
を
文
献
に
よ
っ
て
勉
強
し
、
外
国
人
の
書
い
た
文
献
を
孫

引
き
し
て
紹
介
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
六
年
半
の
長
期
に
わ
た
り
、

日
本
語
を
学
び
、
日
本
の
刑
事
司
法
、
と
り
わ
け
警
察
組
織
の
あ
ら
ゆ
る

部
署
の
人
々
と
面
会
し
て
ま
と
め
た
知
識
に
基
づ
い
た
目
本
の
制
度
紹
介

は
、
十
分
説
得
力
が
あ
る
。
刑
事
政
策
を
研
究
す
る
者
た
ち
も
、
日
本
の

警
察
の
実
情
に
つ
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
詳
し
く
、
広
く
、
し
か
も
深
く
知
っ
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て
い
る
と
は
い
え
な
い
．
日
本
語
で
表
現
し
た
本
論
文
の
叙
述
の
何
倍
も

多
く
の
知
識
が
帰
国
後
、
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
の
報
告
書
、
論
説
、
そ
し
て

警
察
学
校
の
講
義
な
ど
で
広
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
ま
こ
と
に

心
弾
む
も
の
が
あ
る
。

　
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
の
本
論
文
を
読
み
な
が
ら
思
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、

日
本
語
で
の
叙
述
と
い
う
制
約
の
た
め
で
も
あ
る
が
、
母
国
語
で
表
現
で

き
な
い
も
ど
か
し
さ
が
、
随
所
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．

そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
明
治
期
の
目
本
の
法
学
徒
が
、
欧
米
に
留
学
し
、

理
論
と
実
務
に
接
し
、
そ
の
新
知
識
を
何
と
か
し
て
、
自
分
た
ち
の
遅
れ

た
社
会
に
取
り
入
れ
、
そ
し
て
法
体
系
を
改
善
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い

い
か
を
、
も
ど
か
し
く
も
思
い
巡
ら
せ
て
い
た
こ
と
に
極
め
て
類
似
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
か
。
長
い
間
、
植
民
地
支
配
下
に
お
い
て
、
不
自
由
を

強
い
ら
れ
、
イ
ス
ラ
ム
の
教
え
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
社
会
統
制
と
輸
入
さ

れ
た
英
国
法
制
度
の
両
立
か
ら
生
じ
る
混
乱
、
加
え
て
経
済
の
停
滞
、
貧

富
の
格
差
な
ど
、
制
度
改
革
に
ブ
レ
ー
キ
と
な
る
マ
イ
ナ
ス
要
因
が
多
い

と
い
う
点
で
は
、
日
本
の
過
去
の
状
況
と
は
異
な
っ
た
条
件
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
．
し
か
し
、
そ
う
し
た
条
件
を
わ
き
ま
え
つ
つ
も
、
ス
ー
ダ
ン
の

警
察
制
度
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
官
僚
機
構
を
改
め
、
社
会
正
義
を
実
現

し
た
い
と
す
る
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
の
気
迫
が
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
長
い
時

間
を
か
け
、
ま
ず
、
経
済
・
政
治
・
教
育
の
あ
り
方
に
お
け
る
ギ
ャ
ッ
プ

を
埋
め
、
し
か
る
後
に
、
制
度
改
革
へ
と
進
ん
で
行
く
と
い
っ
た
、
途
方

も
な
く
時
間
が
か
か
り
そ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
現
す
る
の
に
は
、
エ
ル

ブ
シ
ュ
ラ
君
の
よ
う
に
確
固
と
し
た
目
標
を
見
定
め
、
そ
れ
を
懸
命
に
適

進
す
る
と
い
っ
た
態
度
が
、
結
局
は
最
上
の
在
り
方
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
ほ
ど
に
、
純
粋
に
我
が
国
の
警
察
制
度
を
徹
底
的
に
学
ぽ
う
と
い
う

姿
勢
が
随
所
に
現
れ
て
い
る
論
文
で
あ
る
。

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
我
々
は
、
エ
ル
ブ
シ
ュ
ラ
君
の
本
論
文
が
法
学

博
士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
君
に
学
位

を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

　
昭
和
六
三
年
九
月
二
〇
日

　
　
主
査
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
法
学
博
士
　
宮
澤
浩
一

　
　
副
査
　
中
央
大
学
法
学
部
教
授
　
　
　
法
学
博
士
　
渥
美
　
東
洋

　
　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
　
　
　
　
　
金
子
　
芳
雄
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