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中
村
博
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

中
村
博
君
博
士
学
位
請
求
論
文

は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

序第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

「
公
務
員
懲
戒
の
研
究
」
の
内
容
構
成

　
集
団
的
違
法
行
為
に
つ
い
て
の
現
認
の
限
界
と
処
分
の
公

平
性
及
び
公
正
性
（
公
務
員
法
的
側
面
か
ら
）

　
単
純
参
加
行
為
と
処
分

　
懲
戒
処
分
と
情
状
（
懲
戒
事
由
と
裁
量
の
範
囲
に
つ
い
て

の
一
考
察
）

　
職
場
外
行
為
と
懲
戒
処
分

　
懲
戒
事
由
と
分
限
事
由
の
重
複
領
域
に
つ
い
て
の
検
討

　
分
限
処
分
の
諸
類
型
と
そ
の
判
断
基
準

　
民
間
企
業
に
お
け
る
従
業
員
に
対
す
る
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の

本
質
、
態
様
等
に
関
し
、
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
公

務
員
に
対
す
る
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
の
体
系
的
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
、

た
だ
中
村
博
君
に
よ
る
「
公
務
員
懲
戒
法
」
（
昭
和
四
三
年
）
お
よ
び
「
公

務
員
の
争
議
行
為
と
処
分
」
（
昭
和
四
六
年
）
の
二
著
が
存
す
る
の
み
で

あ
っ
た
。
中
村
君
の
本
研
究
は
．
こ
れ
ら
の
著
作
お
よ
び
同
君
の
他
の
論

文
を
集
大
成
し
、
さ
ら
に
数
多
く
の
人
事
院
判
定
の
分
析
を
つ
け
加
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
わ
が
国
最
初
の
体
系
的
・
本
格
的

研
究
と
な
っ
た
．

　
第
一
章
に
お
い
て
は
、
従
来
の
学
説
が
ほ
と
ん
ど
論
じ
な
か
っ
た
「
現

認
」
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
現
認
と
は
、
非
違
行
為
事
実
の
存
否
、

態
様
（
時
間
、
行
動
等
）
な
ど
に
つ
い
て
、
懲
戒
権
者
、
そ
の
指
揮
の
下

に
現
認
を
職
務
と
さ
れ
て
い
る
職
員
、
あ
る
い
は
、
現
認
を
付
加
義
務
と

さ
れ
た
職
員
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
確
認
行
為
の
一
種
で
あ
り
，
懲
戒

処
分
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
確
認
が
必
須
不
可
欠
な
行
為
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
中
村
君
は
、
こ
の
現
認
の
方
法
、
対
象
、
範
囲
に
つ
い
て

詳
細
に
論
じ
、
対
象
範
囲
の
縮
少
、
方
法
の
手
直
し
な
ど
の
現
実
的
な
問

題
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
公
務
員
法
に
お
け
る
「
分
限
、
懲
戒
及
び
保
障
』
に
つ
い
て
の

「
公
正
」
を
分
析
し
、
人
事
院
判
定
の
系
譜
か
ら
み
て
、
他
の
処
分
等
の

状
況
（
不
処
分
の
場
合
．
お
よ
び
、
現
認
が
な
さ
れ
ず
処
分
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
）
は
、
当
該
処
分
の
適
法
・
妥
当
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な

く
、
結
局
、
当
該
処
分
の
種
類
・
程
度
が
当
該
非
違
行
為
に
対
し
て
比

例
・
相
当
原
則
か
ら
み
て
相
応
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
と
し
て

い
る
、
と
考
え
て
よ
い
と
し
て
い
る
．

　
さ
ら
に
、
懲
戒
の
基
準
に
つ
き
、
過
去
の
先
例
、
あ
る
い
は
、
類
似
の

処
分
を
検
証
し
、
こ
れ
を
参
考
、
あ
る
い
は
、
手
掛
り
に
す
る
場
合
を
「
縦

系
列
の
基
準
」
と
し
、
さ
ら
に
、
右
の
よ
う
な
基
準
に
つ
い
て
、
他
の
懲

戒
権
者
の
行
っ
た
処
分
例
を
参
考
に
す
る
場
合
を
「
横
系
列
の
基
準
」
と
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し
て
構
成
し
、
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
基
準
の
変
更
に
つ
き
、

交
通
事
故
、
争
議
行
為
等
の
場
合
に
お
け
る
「
合
理
的
な
理
由
に
よ
る
変

更
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　
本
論
文
に
お
け
る
「
現
認
も
れ
」
や
「
他
事
考
慮
」
（
不
利
益
取
扱
い
、

特
定
職
員
の
脱
退
強
要
、
特
定
職
員
に
対
す
る
有
利
取
扱
い
、
団
結
に
対

す
る
支
配
・
介
入
な
ど
）
に
つ
い
て
の
分
析
は
極
め
て
詳
細
で
あ
る
。

　
第
二
章
に
お
い
て
は
．
怠
業
行
為
、
単
純
参
加
行
為
と
指
導
的
行
為
、

比
例
原
則
（
相
当
性
原
則
）
、
平
等
原
則
、
公
平
原
則
、
な
ど
に
つ
い
て

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
集
団
的
違
法
行
為
」
の
一
型
態
と
し
て
の
「
怠
業
行
為
」
の
本
質
と
、

こ
れ
に
参
加
す
る
行
為
（
「
指
導
的
参
加
行
為
」
を
含
む
）
に
つ
き
、
い
わ

ゆ
る
「
単
純
参
加
行
為
」
の
概
念
が
不
明
確
な
ま
ま
に
、
判
決
、
判
定
、

処
分
老
主
張
、
お
よ
び
請
求
老
主
張
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
整
合
性
が
な

く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
比
例
・
相
当
原
則
に
関
し
て
は
、
人
事
院
判
定
に
よ
る
修
正
例
を
「
種

類
の
変
更
」
と
「
程
度
の
変
更
」
と
に
分
け
、
後
老
の
場
合
に
は
、
相
当

大
幅
な
変
更
で
な
い
限
り
修
正
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
、
比
例
・
相
当

は
、
業
務
秩
序
侵
害
の
程
度
と
の
関
係
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
結

論
づ
け
て
い
る
。

　
平
等
原
則
に
つ
い
て
は
、
平
等
は
絶
対
的
平
等
で
は
な
く
、
懲
戒
権
者

の
適
法
裁
量
権
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
裁
量
権
に
よ
っ
て
大

ぎ
く
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
現
認
は
、
非
違

行
為
事
実
の
懲
戒
権
者
に
よ
る
確
認
で
あ
る
か
ら
、
現
認
が
現
認
で
あ
る

た
め
に
は
、
懲
戒
事
由
該
当
性
の
有
無
を
判
断
で
き
る
程
度
に
必
要
に
し

て
十
分
な
事
実
の
確
認
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
現
認
能

力
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
現
認
に
は
．
質
的
・
量
的
な

制
約
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
第
三
章
に
お
い
て
は
、
「
判
決
に
つ
い
て
の
検
討
」
、
「
人
事
院
判
定
に

つ
い
て
の
検
討
」
、
「
判
定
に
現
わ
れ
た
『
情
状
』
」
、
「
あ
る
懲
戒
規
定
等

に
つ
い
て
の
検
討
」
、
「
一
般
論
と
し
て
の
懲
戒
処
分
の
要
素
に
つ
い
て
の

検
討
」
、
「
二
個
以
上
の
非
違
行
為
を
併
せ
て
処
分
す
る
場
合
の
取
扱
い
の

検
討
」
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
、
「
情
状
」
の
分
析
は
詳
細
か

つ
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
．
原
因
、
動
機
、
性
質
、
態
様
、
結
果
、
影
響
．
当

該
公
務
員
の
行
為
の
前
後
に
お
け
る
態
度
、
処
分
歴
、
量
定
の
他
の
公
務

員
・
社
会
に
与
え
る
影
響
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
は
「
職
場
外
行
為
」
の
定
義
・
要
件
に
つ
い
て
検
討
し
た
う
え

で
、
判
例
お
よ
び
裁
定
例
を
分
析
し
て
い
る
。
マ
イ
カ
ー
に
よ
る
通
勤
、

休
日
に
お
け
る
ド
ラ
イ
ブ
な
ど
、
職
員
が
自
動
車
を
運
行
す
る
機
会
が
増

大
し
、
交
通
事
故
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
処
分
の
研
究
が
重
要
と
な
っ
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
な
く
、

中
村
君
が
豊
富
な
資
料
を
用
い
て
理
論
と
し
て
整
理
し
た
功
績
は
大
き
い

も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
職
場
外
行
為
と
し
て
、
中
村
君
は
さ
ら
に
、
「
異
性
関
係
」
、
「
そ
の
他

の
非
行
」
に
つ
き
、
「
公
務
（
業
務
）
秩
序
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

　
中
村
君
は
、
職
場
外
非
行
が
公
務
秩
序
に
悪
影
響
を
与
え
る
た
め
に
は
、
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そ
の
行
為
が
．
反
社
会
性
・
反
道
徳
性
の
強
い
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、

運
転
事
故
に
つ
い
て
、
「
相
互
の
過
失
度
合
」
が
間
題
と
な
る
の
は
、
こ

の
視
点
か
ら
肯
認
さ
れ
る
し
、
ま
た
加
害
者
が
事
後
措
置
に
欠
け
る
と
こ

ろ
が
な
く
、
被
害
者
に
対
す
る
改
俊
の
情
の
発
露
状
況
が
反
社
会
性
・
反

道
徳
性
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
も
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
ま
た
異
性
関
係
も
．
行
為
老
が
特
定
の
職
務
（
地
位
）
を
有
す
る

場
合
に
は
、
反
社
会
性
・
反
道
徳
性
が
強
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
．

　
な
お
、
公
務
秩
序
の
侵
害
の
場
合
に
、
「
具
体
的
な
業
務
阻
害
の
発
生
」

を
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
判
例
の
立
場
を
正
当
と
し
て
い
る
．

　
第
五
章
は
、
懲
戒
処
分
と
分
限
処
分
（
懲
戒
事
由
と
分
限
事
由
）
と
の

関
係
を
論
じ
た
も
の
で
、
と
く
に
、
両
者
の
「
重
複
領
域
」
の
存
否
、
さ

ら
に
は
、
存
す
る
と
し
た
場
合
に
当
該
重
複
領
域
に
含
ま
れ
る
行
為
に
つ

い
て
．
分
限
処
分
と
懲
戒
処
分
の
両
者
を
併
科
で
き
る
か
否
か
、
そ
の
場

合
、
両
者
を
併
科
す
る
か
そ
れ
と
も
そ
の
一
方
の
み
に
制
限
さ
れ
る
か
は

任
命
権
者
の
自
由
裁
量
に
属
す
る
か
，
あ
る
い
は
制
約
原
理
が
あ
る
の
か

否
か
、
と
い
う
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
．

　
中
村
君
は
、
判
例
・
判
定
例
を
分
析
し
て
、
「
重
複
領
域
」
の
存
在
が

認
め
ら
れ
、
「
重
複
領
域
」
に
属
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
の

裁
量
に
よ
っ
て
．
分
限
処
分
あ
る
い
は
懲
戒
処
分
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
選

択
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
両
処
分
の
併
科
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
そ
の
場
合

の
裁
量
は
、
両
処
分
の
本
質
に
背
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
を
指
摘
し

て
い
る
。

　
中
村
君
は
本
章
に
お
い
て
、
さ
ら
に
、
多
く
の
重
要
な
結
論
を
示
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
重
複
領
域
に
つ
い
て
、
懲
戒
処
分
・
分
限
処
分
の
叫

つ
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
部
分
（
た
と
え
ば
、
懲
戒
処
分
を

し
た
と
き
は
、
重
複
事
由
か
ら
懲
戒
事
由
を
控
除
し
た
残
余
の
分
限
事

由
）
に
つ
い
て
改
め
て
処
分
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
し
か
し
排

除
処
分
で
あ
る
懲
戒
免
職
処
分
と
分
限
免
職
処
分
と
の
間
に
お
い
て
は
、

懲
戒
処
分
を
分
限
処
分
に
修
正
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
．
そ
の
逆
は
で
き

な
い
こ
と
、
た
だ
、
分
限
免
職
処
分
を
免
職
以
外
の
懲
戒
処
分
に
修
正
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
こ
と
、
分
限
事
由
と
懲
戒
事
由
と
が
異
な
る
点
は
、

分
限
事
由
に
は
「
蓄
積
」
（
そ
の
一
つ
一
つ
を
取
り
上
げ
て
判
断
す
る
と

き
は
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
て
公
務
員
と
し
て
の
不
適
格
性
を
示
し
て
い

る
と
ま
で
は
い
え
な
い
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
総
合
的
に

判
断
す
る
こ
と
）
の
概
念
を
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
懲
戒
事
由
に
は

こ
の
よ
う
な
概
念
を
容
れ
る
余
地
の
な
い
こ
と
，
た
だ
し
懲
戒
処
分
を
も

っ
て
自
戒
と
反
省
を
求
め
て
き
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
繰
り
返
し
懲
戒
処
分

の
対
象
と
な
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
性
質
は
、
矯
正
で
き

な
い
素
質
と
し
て
分
限
処
分
の
対
象
と
な
る
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。

　
第
六
章
は
．
「
分
限
免
職
」
と
「
降
任
」
に
重
点
を
置
い
て
検
討
し
て

い
る
。
学
説
・
判
例
も
い
ま
だ
十
分
に
は
把
え
て
い
な
い
間
題
点
で
あ
り
、

中
村
君
の
独
壇
場
と
も
い
え
よ
う
．

　
中
村
君
は
、
「
分
限
処
分
の
諸
類
型
並
び
に
類
型
別
の
要
件
及
び
具
体

的
判
断
基
準
」
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
た
う
え
で
、
分
限
事
由
の
分
布

形
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
類
型
化
し
て
い
る
。

　
そ
の
一
つ
は
、
分
限
事
由
が
「
同
種
の
も
の
か
異
種
の
も
の
か
に
よ
る
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区
分
」
で
．
同
一
事
由
の
分
布
か
、
あ
る
い
は
異
種
の
事
由
の
分
布
か
に

着
目
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
図
式
化
す
れ
ば
、

　
》
「
》
↓
卜
↓
》
↓
＞
↓
》
↓
」
…
…
「
同
一
事
由
の
分
布
」

　
ン
「
》
↓
劇
↓
O
↓
U
↓
国
↓
」
…
…
「
混
合
事
由
の
分
布
」

と
な
る
。

　
い
ま
一
つ
は
、
「
分
布
の
状
態
に
よ
る
区
分
」
で
あ
る
。

　
閃
「
＞
↓
切
↓
＞
↓
O
↓
U
↓
」
…
…
「
平
均
分
布
」
（
↓
の
長
さ
は

　
ほ
ぼ
同
一
）

　
塑
「
　
　
　
　
Ψ
＞
↓
切
↓
＞
↓
O
↓
U
」
…
…
「
一
部
あ
る
い
は

　
不
均
等
分
布
」
（
↓
の
長
さ
は
不
同
）

　
右
の
よ
う
に
見
る
と
、
A
．
ん
、
B
及
び
践
の
四
種
の
組
合
せ
に
よ
っ

て
、
具
体
的
事
案
と
し
て
は
、
複
雑
な
も
の
と
な
り
、
具
体
的
事
案
が
右

の
う
ち
ど
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
か
に
よ
っ
て
考
え
方
が
異
な
っ
て
く
る
と

し
て
い
る
。

　
中
村
君
は
さ
ら
に
、
判
例
・
判
定
例
か
ら
み
た
分
限
処
分
執
行
上
の
注

意
点
、
問
題
点
を
検
討
し
、
「
簡
単
に
矯
正
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
持
続

性
を
有
す
る
と
は
、
ど
の
程
度
の
期
間
と
発
生
ひ
ん
度
を
要
す
る
か
、
重

大
な
非
違
の
場
合
、
一
回
性
の
も
の
で
分
限
処
分
は
可
能
か
」
、
「
過
去
の

処
分
歴
は
、
ど
の
程
度
の
回
数
、
ひ
ん
度
が
あ
れ
ば
、
持
続
性
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
か
」
、
「
争
議
行
為
参
加
は
分
限
事
由
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
」
、
「
公
務
員
法
上
、
民
間
企
業
で
行
わ
れ
て
い
る
、
退
職
金
が
減
額

さ
れ
な
い
、
若
し
く
は
一
部
減
額
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
論
旨
免
職
処
分
が

設
け
ら
れ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。
分
限
処
分
を
そ
の
よ
う
に
運
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
。
で
ぎ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
要
件
は
何
か
」
、
「
軽
微

な
非
違
の
み
を
反
覆
継
続
し
て
改
ま
ら
な
い
者
に
対
し
て
分
限
免
職
を
行

う
こ
と
は
可
能
か
」
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
分
析
・
検
討
の
中
で
、
た
と
え
ば
「
諭
旨
免
職
処
分
」
に
つ

い
て
は
、
民
間
企
業
に
お
け
る
処
分
と
の
対
比
、
公
務
の
特
質
に
つ
い
て

も
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
中
村
君
の
論
文
の
概
要
お
よ
び
特
質
で
あ
る
が
、
「
公
務
員
懲

戒
」
の
問
題
に
つ
い
て
同
君
が
行
っ
た
研
究
が
、
学
説
・
実
務
に
寄
与
・

貢
献
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
従
来
、

行
政
法
学
の
業
績
と
し
て
、
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
は
膨
大
な
積
み
重
ね
が

あ
る
．
し
か
し
行
政
機
関
に
よ
る
審
判
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
的
叙
述
な

い
し
そ
れ
よ
り
若
干
詳
細
な
解
説
が
あ
っ
た
に
と
ど
ま
り
、
質
的
に
も
量

的
に
も
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
分
野
で
あ
っ
た
。
行
政
機
関
の
審
判
も
．

法
的
争
訟
と
し
て
裁
判
所
に
よ
り
最
終
決
定
が
な
さ
れ
る
以
上
、
従
来
、

行
政
法
学
上
の
研
究
が
行
政
訴
訟
に
重
点
を
置
い
て
き
た
の
も
や
む
を
え

な
い
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
こ
の
事
情
は
、
労
働
法
学
の
観
点
か
ら
研
究
す

る
場
合
も
同
様
で
あ
る
．

　
ま
た
研
究
者
に
と
っ
て
、
行
政
機
関
に
よ
る
審
判
に
つ
い
て
の
資
料
は
、

総
合
的
に
こ
れ
を
入
手
す
る
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
な
い
場
合
が
多
い
。

こ
の
よ
う
に
研
究
者
に
と
っ
て
入
手
し
難
い
資
料
を
整
理
・
分
析
し
た
本

論
文
は
、
行
政
法
学
者
・
労
働
法
学
者
が
本
格
的
研
究
と
し
て
は
未
着
手

で
あ
っ
た
公
務
員
の
懲
戒
の
具
体
的
内
容
、
手
続
を
解
明
し
て
い
る
と
こ
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ろ
に
特
色
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
裁
量
問
題
に
つ
き
、
行
政
法
学
上
は
、
司
法
審
査
と
の
関
係

で
こ
れ
を
み
る
た
め
、
そ
の
限
界
、
裁
量
の
範
囲
の
解
明
に
重
点
が
置
か

れ
る
が
、
本
論
文
は
、
裁
量
の
行
わ
れ
る
具
体
的
基
準
等
、
裁
量
の
具
体

的
内
容
に
つ
い
て
の
資
料
を
紹
介
・
分
析
し
，
そ
こ
か
ら
共
通
の
要
素
等

を
見
出
そ
う
と
試
み
て
い
る
。
労
働
法
学
的
見
地
か
ら
み
て
も
、
本
論
文

は
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
二
十
日
の
最
高
裁
判
決
を
分
析
し
．
同
判
決
が

裁
量
問
題
に
及
ぼ
す
影
響
を
正
確
に
把
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
社
会
の
高
度
化
・
成
熟
化
に
と
も
な
う
行
政
の
専
門
化
と
多
様
化
を
み

る
と
き
、
通
常
の
裁
判
所
に
よ
る
司
法
救
済
で
は
不
十
分
な
場
合
が
多
く

な
っ
て
き
た
。
こ
の
意
味
で
、
行
政
機
関
の
審
判
段
階
で
事
案
が
整
理
・

解
決
さ
れ
る
こ
と
が
人
権
尊
重
の
趣
旨
か
ら
も
重
要
と
な
っ
て
ぎ
て
い
る
。

　
行
政
審
判
は
と
か
く
官
庁
組
織
に
お
け
る
各
種
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
、

積
極
的
に
公
開
さ
れ
な
い
が
、
本
論
文
は
こ
の
領
域
に
研
究
者
の
注
目
を

集
め
る
貴
重
な
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
研
究
に
お
け
る
問

題
点
の
指
摘
の
重
要
性
，
理
論
の
充
実
か
ら
し
て
、
今
後
．
こ
の
分
野
に

つ
い
て
の
研
究
・
実
務
は
、
本
書
を
通
ず
る
こ
と
が
必
須
の
も
の
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
中
村
君
の
本
論
文
は
貴
重
な
学
問
的
研
究
と

し
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
た
だ
、
本
論
文
に
対
し
、
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
す
れ
ば
、
ま
ず
、
行

政
訴
訟
法
学
と
の
関
係
で
さ
ら
に
検
討
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ま
た
．
比
例
原
則
・
平
等
原
則
が
公
務
員
法
上
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、

憲
法
上
の
基
本
原
則
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
．
懲
戒
権
者
の
裁
量
と
比

例
・
平
等
原
則
を
同
一
平
面
上
に
お
い
て
の
み
把
え
る
べ
ぎ
で
は
な
い
こ

と
に
な
る
。
懲
戒
権
行
使
の
場
合
の
裁
量
に
お
い
て
、
裁
量
内
の
行
為
決

定
基
準
と
し
て
こ
れ
ら
原
則
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
、

集
会
の
許
可
申
請
に
対
す
る
許
可
処
分
・
拒
否
処
分
が
な
さ
れ
る
と
き
の

い
わ
ゆ
る
羅
束
行
為
を
行
う
際
の
比
例
・
平
等
原
則
の
適
用
と
は
異
な
る

も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
点
は
．
今
後
、
公
法
学
上
の
重
要
な
課
題
と
し
て
、
中

村
君
が
提
供
し
た
資
料
・
分
析
を
通
じ
て
、
学
界
に
お
け
る
研
究
が
進
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
若
干
の
今
後
の
検
討
課
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の

点
は
、
中
村
君
の
本
論
文
の
学
問
的
価
値
を
本
質
的
に
損
う
も
の
で
は
な

い
．
中
村
君
が
、
行
政
面
で
、
ま
た
大
学
に
お
け
る
研
究
者
と
し
て
積
ま

れ
た
精
進
と
研
鑛
を
高
く
評
価
す
る
わ
れ
わ
れ
は
、
一
致
し
て
、
中
村
君

の
本
論
文
が
、
博
士
（
法
学
）
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
の

に
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
平
成
四
年
三
月
五
日

　
主
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實

　
副
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慶
鷹
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学
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金
子
　
　
晃

　
副
査
　
慶
感
義
塾
大
学
名
誉
教
授
　
　
　
　
　
　
　
　
金
子
　
芳
雄
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