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特
別
記
事

鐸
木
昌
之
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

特別記事

　
周
知
の
と
お
り
、
北
朝
鮮
（
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
）
の
社
会
は

極
度
の
情
報
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
が
客

観
性
を
も
つ
資
料
に
接
近
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
が
研
究
上
の
大
き
な
制
約
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
朝
鮮
半
島
で
二

つ
の
国
家
が
激
し
く
対
立
し
て
き
た
た
め
に
、
政
治
体
制
に
関
す
る
研
究
、

と
り
わ
け
最
近
の
北
朝
鮮
の
政
治
体
制
に
関
す
る
研
究
は
そ
れ
自
体
が
学

術
研
究
の
枠
を
越
え
た
政
治
性
を
も
た
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
こ
と
も
大
き

な
障
害
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
理
由
の
た
め
に
、
北
朝
鮮
の
政
治
体

制
を
取
り
扱
っ
た
書
籍
の
大
部
分
は
政
治
宣
伝
の
書
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ

に
つ
い
て
の
解
説
書
の
域
を
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
鐸
木
昌
之
君
が
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
『
北
朝
鮮
　
　
社
会
主
義
と

伝
統
の
共
鳴
』
は
、
北
朝
鮮
当
局
が
発
行
す
る
主
観
的
な
資
料
を
一
つ
ひ

と
つ
丹
念
に
客
観
的
に
読
み
代
え
る
と
い
う
煩
雑
作
業
を
通
じ
て
、
北
朝

鮮
の
指
導
理
念
で
あ
る
チ
ュ
チ
ェ
（
主
体
）
思
想
を
構
造
的
に
解
明
し
た

だ
け
で
な
く
、
「
首
領
制
」
の
概
念
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
北
朝
鮮
の
政

治
体
制
の
本
質
に
接
近
し
た
画
期
的
な
研
究
で
あ
る
。
そ
の
努
力
は
称
賛

に
値
す
る
。
な
お
、
本
論
文
は
一
九
九
二
年
↓
一
月
に
刊
行
さ
れ
、
社
会
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的
に
も
高
い
評
価
を
獲
得
し
、
近
年
、
ア
ジ
ア
研
究
者
の
登
龍
門
に
な
っ

て
い
る
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
賞
」
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
）
を
受
賞

し
た
。

　
本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
　
章

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

終
　
章

首
領
制
の
仮
説

体
制
の
起
源
と
革
命
の
課
題

首
領
制
の
権
力
構
造

金
正
日
指
導
体
制
の
形
成

首
領
制
の
「
国
体
論
」

体
制
神
話
　
　
星
・
太
陽
・
白
頭
山
、

選
択
的
「
開
放
」
と
部
分
的
「
改
革
」

首
領
制
の
構
造
と
論
理

血
脈
・
地
脈
・
精
気

　
序
章
で
は
、
本
論
文
の
分
析
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
北
朝
鮮
政

治
の
分
析
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
中
国
政
治
研
究
や
ソ
連
政
治
研
究
の

分
析
枠
組
み
が
転
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
北
朝
鮮
の
政
治
体
制
は

多
く
の
点
で
同
じ
社
会
主
義
国
で
あ
る
中
国
や
ソ
連
の
政
治
体
制
と
類
似

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
こ
こ
で

「
首
領
制
の
仮
説
」
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
朝
鮮
政
治
研
究
の
た

め
の
独
自
の
分
析
枠
組
み
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
「
首
領
制
」
と
は
、
「
首

領
の
領
導
を
代
を
継
い
で
継
続
的
に
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
体
制
」

と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
で
は
、
一
九
一
一
．
○
年
代
の
抗
日
民
族
解
放
闘
争
の
時
期
か
ら
金

日
成
の
権
力
が
確
立
さ
れ
る
一
九
六
〇
年
代
中
頃
ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
、

民
族
解
放
闘
争
、
統
一
と
南
朝
鮮
革
命
、
分
派
と
権
力
闘
争
、
「
主
体
」
と

「
事
大
」
、
社
会
主
義
革
命
と
経
済
建
設
な
ど
、
主
要
な
革
命
課
題
と
そ
れ

を
遂
行
す
る
た
め
の
革
命
活
動
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。
北
朝
鮮
で
「
首
領

制
」
が
確
立
さ
れ
る
以
前
に
、
金
日
成
を
初
め
と
す
る
社
会
主
義
指
導
者

た
ち
が
こ
れ
ら
の
革
命
課
題
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
の
か
、
ア
メ
リ

カ
や
日
本
で
の
既
存
の
研
究
成
果
を
整
理
し
、
「
首
領
制
」
を
解
明
す
る
た

め
の
議
論
の
土
台
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
で
は
、
一
九
六
七
年
五
月
の
朝
鮮
労
働
党
中
央
委
員
会
総
会
で

の
唯
一
思
想
体
系
の
確
立
と
と
も
に
、
一
九
五
六
年
以
後
開
始
さ
れ
て
い

た
首
領
制
の
形
成
が
完
了
し
、
北
朝
鮮
に
ソ
連
型
の
党
・
国
家
シ
ス
テ
ム

の
上
に
首
領
を
戴
く
独
自
の
政
治
体
制
が
誕
生
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
一
九
七
二
年
に
採
択
さ
れ
た
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

社
会
主
義
憲
法
が
主
席
制
を
導
入
し
、
あ
ら
ゆ
る
権
力
を
一
元
化
し
た
こ

と
に
注
目
し
、
そ
の
な
か
に
首
領
制
が
制
度
化
さ
れ
る
姿
を
見
出
し
て
い

る
。
し
か
も
、
首
領
制
の
確
立
と
制
度
化
は
、
継
続
革
命
論
の
登
場
と
と

も
に
、
後
継
者
問
題
と
連
動
し
て
い
っ
た
。

　
第
三
章
で
は
、
一
九
七
四
年
二
月
に
金
日
成
の
後
継
者
と
し
て
指
名
さ

れ
た
金
正
日
が
、
一
九
八
O
年
一
〇
月
ま
で
に
後
継
体
制
を
確
立
し
、
そ

れ
を
公
然
化
す
る
過
程
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
金
正
日
が
党
組
織

で
指
導
的
地
位
を
獲
得
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
管
理
体
制
を
再
整
備
す
る
過

程
で
あ
り
、
北
朝
鮮
軍
内
に
後
継
体
制
を
構
築
す
る
過
程
で
あ
っ
た
。
筆
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者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
を
詳
細
に
跡
付
け
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
注
目
さ

れ
る
の
は
、
一
九
七
四
年
か
ら
七
八
年
に
か
け
て
の
労
働
党
と
軍
指
導
部

内
の
大
幅
な
人
事
改
編
を
金
正
日
の
後
継
体
制
構
築
と
関
連
さ
せ
て
解
釈

す
る
と
い
う
、
注
目
す
べ
き
見
解
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
四
章
で
は
、
唯
一
思
想
体
系
の
確
立
と
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
登

場
し
、
金
正
日
の
台
頭
後
理
論
化
さ
れ
た
革
命
観
、
す
な
わ
ち
革
命
的
首

領
論
と
「
社
会
政
治
的
生
命
体
」
論
が
首
領
制
の
「
国
体
論
」
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
朝
鮮
式
革
命
理
論
に
よ
っ
て
、
首

領
で
あ
る
金
日
成
は
マ
ル
ク
ス
、
レ
ー
ニ
ン
な
ど
共
産
主
義
運
動
の
巨
人

た
ち
と
同
格
化
さ
れ
、
朝
鮮
の
共
産
主
義
社
会
は
首
領
と
党
と
大
衆
が
運

命
を
共
に
し
、
永
遠
に
生
き
る
生
命
体
、
す
な
わ
ち
「
社
会
政
治
的
生
命

体
」
に
変
質
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
革
命
理
論
は
革
命

的
義
理
、
忠
誠
、
孝
誠
、
忠
臣
、
孝
子
、
好
臣
な
ど
、
唯
物
論
と
は
無
縁

の
儒
教
的
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。

　
第
五
章
で
は
、
首
領
制
を
正
統
化
す
る
た
め
の
作
業
、
す
な
わ
ち
抗
日

武
装
闘
争
に
関
す
る
歴
史
解
釈
の
修
正
に
始
ま
り
、
帝
王
誕
生
神
話
に
ま

で
至
る
「
革
命
伝
統
」
と
い
う
名
の
体
制
神
話
の
創
造
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
筆
者
は
北
朝
鮮
で
創
造
さ
れ
、
流
布
さ
れ
る
金
日
成
や
金
正
日
に
ま

つ
わ
る
「
神
話
」
を
丹
念
に
採
集
し
、
紹
介
し
な
が
ら
、
首
領
に
対
す
る

正
統
性
の
付
与
が
人
々
の
伝
統
的
社
会
意
識
を
利
用
し
て
、
王
朝
的
な
手

法
で
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
実
態
を
暴
い
て
い
る
。
例
え
ば
金
日
成
や
金

正
日
は
太
陽
や
星
と
し
て
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
誕
生
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
帝
王
誕
生
神
話
が
首
領
に
聖
性
を
賦
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
六
章
で
は
、
冷
戦
の
終
焉
と
社
会
主
義
陣
営
の
崩
壊
と
い
う
国
際
環

境
の
激
変
の
な
か
で
、
北
朝
鮮
が
い
か
に
し
て
自
ら
の
体
制
維
持
の
た
め

に
努
力
し
て
い
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
経
済
開
放
政
策
に

注
目
し
、
筆
者
は
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
経

済
の
開
放
が
政
治
、
社
会
の
開
放
を
招
来
す
る
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
北
朝
鮮
は
思
想
教
育
の
強
化
に
よ
っ
て
対
処
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
の
第
二
は
、
新
し
い
経
済
開
放
政
策
と
従
来
の
民
族
自
立
経
済
政

策
の
整
合
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
北
朝
鮮
は
民
族
自
立
経

済
が
す
で
に
完
成
し
た
の
で
、
北
朝
鮮
の
経
済
政
策
は
次
の
段
階
、
す
な

わ
ち
開
放
経
済
体
制
の
段
階
に
入
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
未
知
の
実
験
で
あ
る
。

　
最
終
章
で
は
、
北
朝
鮮
の
開
放
政
策
と
首
領
制
が
相
い
れ
な
い
部
分
を

も
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
首
領
制
の
維
持
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
「
開
放
」
、
「
改
革
」
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
過

程
で
首
領
制
が
否
定
さ
れ
た
場
合
、
北
朝
鮮
で
は
、
ソ
連
に
お
け
る
共
産

主
義
体
制
の
瓦
解
よ
り
も
深
刻
な
事
態
が
起
こ
る
だ
ろ
う
と
推
測
し
、
「
聖

な
る
『
中
心
』
の
喪
失
、
す
な
わ
ち
朝
鮮
の
革
命
家
が
追
求
し
て
き
た
「
主

体
』
の
核
が
崩
壊
し
…
…
そ
こ
に
は
虚
無
が
と
っ
て
か
わ
り
、
最
終
的
に

『
事
大
」
と
「
分
派
」
と
『
地
域
対
立
」
が
復
活
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
締
め

括
っ
て
い
る
。

　
既
述
の
と
お
り
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
は
朝
鮮
の
伝
統
と
共
鳴

し
、
金
正
日
後
継
体
制
の
形
成
を
契
機
に
、
「
首
領
制
」
概
念
を
中
核
と
す

211



法学研究68巻7号（’95：7）

る
特
異
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
誕
生
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
土
台
に
「
首

領
と
党
員
・
人
民
の
あ
い
だ
に
は
愛
と
義
理
と
忠
誠
、
恩
情
と
孝
行
、
す

な
わ
ち
『
恩
恵
』
と
『
報
答
』
の
交
換
関
係
が
成
立
し
た
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
正
し
く
「
朝
鮮
の
伝
統
的
『
頭
目
”
手
下
集
団
』
の
結
合
原
理
」

で
あ
っ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
金
正
日
は
抗
日
闘
争
期
の
金
日
成
と
遊
撃

隊
戦
士
の
間
に
み
ら
れ
た
結
合
原
理
を
理
想
化
し
、
そ
れ
を
北
朝
鮮
の
社

会
全
体
に
拡
大
し
、
普
及
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
全
社
会

の
金
日
成
主
義
化
」
で
あ
っ
た
。

　
今
日
の
「
朝
鮮
式
社
会
主
義
」
は
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
よ
り
も

朝
鮮
の
伝
統
と
の
間
の
関
係
が
よ
り
濃
密
で
あ
り
、
「
社
会
主
義
と
伝
統

の
共
鳴
」
と
い
う
副
題
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

に
も
、
「
朝
鮮
式
社
会
主
義
」
は
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
よ
り
も
朝
鮮

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が

存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
儒
教
的
な
い
し
宗
教
的

色
彩
を
強
調
す
る
見
解
も
存
在
し
た
。
し
か
し
、
鐸
木
君
は
そ
の
よ
う
な

印
象
論
を
深
く
掘
り
下
げ
、
「
首
領
制
」
概
念
を
手
掛
か
り
に
、
北
朝
鮮

の
政
治
体
制
の
本
質
を
み
ご
と
に
解
き
明
か
し
た
。
そ
の
よ
う
な
分
析
枠

組
み
の
設
定
自
体
が
大
き
な
学
問
的
功
績
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
し
か
し
、
本
論
文
の
意
義
は
そ
の
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
金
日
成
の

膨
大
な
著
作
集
、
党
機
関
紙
『
労
働
新
聞
』
、
政
府
機
関
紙
『
民
主
朝
鮮
』
、

党
理
論
誌
『
勤
労
者
』
な
ど
、
宣
伝
色
の
濃
い
北
朝
鮮
の
公
刊
資
料
を
学

術
的
な
分
析
の
対
象
と
し
て
十
分
に
使
い
こ
な
し
、
今
後
の
北
朝
鮮
研
究

の
た
め
に
活
路
を
開
い
た
こ
と
も
高
く
評
価
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
北
朝
鮮
研
究
の
レ
ベ
ル
が
一
段
と
高
め
ら
れ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
本
論
文
は
今
後
の
北
朝
鮮
研
究
の
一
つ
の
指
針
に
な
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
『
金
正
日
選
集
』
、
『
チ
ュ
チ
ェ
革
命
偉
業
の
完
成
の
た
め
に
』

な
ど
、
最
新
の
金
正
日
文
献
が
漏
れ
な
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
本

論
文
の
価
値
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
論
文
に
も
欠
点
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
は
筆
者
の
努
力
が
北
朝
鮮
刊
行
の
一
次
資
料
の
収
集
と
そ
の
行

間
を
読
む
こ
と
に
集
中
し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
厳
格

な
態
度
は
称
賛
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
北
朝
鮮

研
究
へ
の
批
判
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め
に
政
治
体
制

の
分
析
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
分
析
に
偏
重
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
筆
者
の
力
量
不
足
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
よ
り

は
、
北
朝
鮮
か
ら
得
ら
れ
る
資
料
の
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
十
分
に

同
情
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
資
料
の
周
辺
に
存
在
す
る
二
次
的
情
報

を
適
度
に
利
用
す
れ
ば
、
そ
れ
が
本
論
文
の
文
献
考
証
的
な
分
析
に
厚
み

を
加
え
、
筆
者
の
主
張
の
よ
り
立
体
的
な
展
開
を
可
能
に
し
た
か
も
し
れ

な
い
。

　
ま
た
、
学
術
論
文
と
は
い
え
、
引
用
文
そ
の
ま
ま
の
文
章
は
読
者
に
は

難
解
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
反
省
を
必
要
と
す
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
指
摘
は
す
で
に
挙
げ
た
よ
う
な
本
論
文
の
意
義

を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
審
査
員
一
同
は
本
論
文
に
示
さ

れ
た
鐸
木
君
の
洞
察
力
と
独
創
性
を
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
慎
重

に
審
査
し
た
結
果
、
審
査
員
一
同
は
本
論
文
が
法
学
博
士
（
慶
慮
義
塾
大
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学
）

に
値
す
る
も
の
と
判
断
す
る
。

平
成
六
年
七
月
十
五
日

　
　
　
慶
磨
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

主
査

　
　
　
法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

　
　
　
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

副
査

　
　
　
法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

　
　
　
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

副
査

　
　
　
法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

小
此
木
政
夫

池
井
　
　
優

山
田
　
辰
雄

以
　
上

特別記事
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