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特別記事

本
田
雅
俊
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

本
田
雅
俊
君
の
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
「
わ
が
国
の
内
閣
機
能

に
関
す
る
政
治
学
的
研
究
」
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

序
　
章

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

終
　
章

本
論
文
は
、

明
治
憲
法
下
に
お
け
る
議
院
内
閣
制
的
要
素

現
行
憲
法
と
内
閣
法
と
の
関
係

内
閣
と
行
政
各
部
と
の
関
係

政
策
形
成
に
お
け
る
内
閣
と
与
党

内
閣
の
解
散
権
の
行
使

連
立
政
権
ト
に
お
け
る
内
閣

内
閣
官
房
の
機
能
的
変
遷

内
閣
総
理
大
臣
の
権
限

閣
議
の
機
能

立
法
過
程
や
政
党
内
部
の
研
究
な
ど
の
分
野
に
比
較
し
、

研
究
業
績
の
乏
し
か
っ
た
日
本
国
憲
法
．
ト
に
お
け
る
内
閣
の
政
治
的

わ
が
国
の
政
策
形
成
過
程
に
関
す
る
研
究
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ま
で

役
割
・
機
能
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本

田
君
は
、
大
学
院
生
と
し
て
堀
江
教
授
の
指
導
の
下
で
地
方
分
権
論

議
な
ど
を
身
近
に
経
験
し
た
こ
と
か
ら
、
内
閣
の
機
能
に
関
し
て
、

そ
の
法
制
度
と
し
て
の
重
要
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
政
治
学
的
分
析
の

必
要
性
と
重
要
性
と
自
覚
し
て
、
大
学
院
在
学
巾
一
貫
し
て
そ
の
研

究
対
象
と
し
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
、
第
五
章
か
ら
第
八
章
を
法
学

政
治
学
論
究
に
二
八
号
か
ら
三
一
号
に
わ
た
っ
て
発
表
し
て
き
た
こ

と
か
ら
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
田
君
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
政
策
形
成
過
程
の
分

析
に
お
い
て
、
内
閣
の
果
た
す
重
要
な
機
能
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
は
、
資
料
的
な
制
約
の
故
で
あ
り
、
内
閣
の
運
営
が

先
例
や
慣
例
な
ど
に
よ
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
内

閣
に
か
か
わ
る
法
制
度
の
確
認
は
不
可
欠
で
あ
る
も
の
の
、
内
閣
の

果
た
す
政
治
的
機
能
を
そ
の
実
態
に
よ
り
つ
つ
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
田
君
は
、
本
論
文
で
の
検
討
を
通
し

て
、
次
の
よ
う
な
知
見
を
明
ら
か
に
す
る
。
憲
法
上
議
院
内
閣
制
が

と
ら
れ
、
内
閣
総
理
大
臣
が
首
長
の
地
位
に
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
、

他
方
内
閣
法
に
お
い
て
は
内
閣
を
代
表
す
る
地
位
に
と
ど
め
ら
れ
、

か
つ
閣
議
の
意
思
決
定
が
慣
習
に
よ
り
全
員
一
致
と
さ
れ
て
い
る
た

め
に
、
閣
議
が
官
僚
な
い
し
与
党
主
導
に
よ
る
政
策
を
追
認
す
る
機

157



法学研究71巻3号（’98：3）

会
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
福
祉
国
家
化
の
進
展

に
伴
い
、
高
度
な
政
策
課
題
が
山
積
し
て
い
る
中
で
、
内
閣
と
く
に

内
閣
総
理
大
臣
の
強
力
な
指
導
力
を
求
め
る
要
求
が
存
在
し
、
行
政

機
構
の
内
部
に
も
そ
の
よ
う
な
需
要
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
動
き
が

内
閣
官
房
を
中
心
に
誕
生
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
本
書
の
構
成
に
し
た
が
っ
て
、
各
章
に
つ
い
て
見
て
い
く

こ
と
に
す
る
。
第
一
章
か
ら
第
三
章
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
議
院
内

閣
制
の
運
用
に
つ
ね
に
随
伴
す
る
と
み
ら
れ
る
内
閣
構
成
員
の
対
等

性
重
視
の
傾
向
と
内
閣
総
理
大
臣
に
強
力
な
指
導
力
を
期
待
す
る
傾

向
と
の
両
者
の
存
在
と
、
行
政
権
の
強
化
の
要
請
に
つ
い
て
の
歴
史

的
経
緯
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
憲
法
上
議
会
で
は
な
く
天
皇
に
対
し
て
国
務
各
大

臣
が
単
独
で
補
弼
責
任
を
負
う
明
治
憲
法
下
で
、
議
院
内
閣
制
が
と

ら
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
が
分
析
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
帝
国
議
会
が
立

法
権
の
行
使
を
通
し
て
内
閣
を
牽
制
す
る
と
と
も
に
、
予
算
議
決
権

を
背
景
と
し
た
内
閣
弾
劾
上
奏
案
の
可
決
な
ど
を
通
し
て
、
実
質
的

な
内
閣
不
信
任
の
手
段
を
獲
得
し
て
い
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

さ
れ
る
。

　
第
二
章
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
明
治
憲
法
下
で
実
質
的
に
確
立

し
た
議
院
内
閣
制
が
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
は
憲
法
で
明
示
的
に
定

め
ら
れ
た
も
の
の
、
憲
法
と
内
閣
法
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
の
地

位
お
よ
び
権
限
と
の
間
に
乖
離
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
原
因

と
し
て
、
本
田
君
は
き
憲
法
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
連
合
国
の
主
導
の

下
に
、
明
治
憲
法
下
の
内
閣
の
脆
弱
性
が
内
閣
総
理
大
臣
の
地
位
の

低
さ
に
あ
っ
た
と
の
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
憲
法
上
は
内
閣
総
理
大

臣
の
首
長
制
が
採
用
さ
れ
た
の
に
対
し
、
内
閣
法
の
制
定
過
程
で
は

日
本
政
府
主
導
に
よ
り
閣
議
中
心
主
義
が
採
用
さ
れ
、
国
会
に
対
す

る
内
閣
の
連
帯
責
任
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
い
ず
れ
が
採
ら
れ
る
か
は
、
以
後
の
運
用
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
。

　
第
三
章
で
は
、
そ
の
後
の
内
閣
法
を
中
心
と
す
る
運
用
の
結
果
、

内
閣
の
構
成
員
た
る
国
務
大
臣
の
対
等
性
が
重
視
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

が
主
任
の
大
臣
と
さ
れ
る
各
省
庁
内
部
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
政
策

を
追
認
す
る
た
め
の
場
と
し
て
、
閣
議
が
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
点
を
具
体
的
に
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
本
田
君
は
、
政
策
が
閣
議
に
至
る
前
ま
で
の
過
程

を
立
案
、
調
整
、
審
議
に
分
け
、
特
に
大
蔵
省
、
内
閣
法
制
局
、
与

党
、
内
閣
官
房
、
事
務
次
官
等
会
議
の
関
与
す
る
審
議
の
段
階
で
厳

重
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
が
閣
議
を
形
骸
化
す
る
最
も
大
き
な
要

因
と
な
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
本
田
君
に
よ
れ
ば
、
最
近
の
湾
岸

危
機
や
阪
神
大
震
災
な
ど
の
よ
う
な
重
要
政
策
の
場
合
に
は
、
内
閣

レ
ベ
ル
で
の
立
案
、
調
整
が
必
要
と
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
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政
策
決
定
の
あ
り
方
は
、
政
策
課
題
の
複
雑
化
に
伴
っ
て
増
大
し
て

き
て
お
り
、
内
閣
と
行
政
各
部
と
の
関
係
の
連
携
を
強
く
求
め
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
両
者
を
結
び
つ
け

る
機
関
と
し
て
の
内
閣
官
房
長
官
が
そ
の
事
務
を
統
轄
す
る
内
閣
官

房
の
事
務
が
、
内
閣
法
二
一
条
に
よ
っ
て
「
閣
議
に
係
る
重
要
事
項

に
関
す
る
総
合
調
整
」
お
よ
び
「
行
政
各
部
の
施
策
に
関
す
る
そ
の

統
一
保
持
上
必
要
な
総
合
調
整
」
と
さ
れ
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
と
さ
れ
る
。

　
第
四
章
か
ら
第
六
章
で
は
、
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
内
閣
の
役

割
・
機
能
に
つ
い
て
、
合
議
体
と
し
て
の
内
閣
、
内
閣
総
理
大
臣
の

観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
さ
れ
る
。

　
第
四
章
で
は
、
国
の
一
般
的
政
策
形
成
過
程
を
、
ア
リ
ソ
ン
・
モ

デ
ル
を
は
じ
め
と
し
た
い
く
つ
か
の
モ
デ
ル
を
検
討
し
た
上
で
、
本

田
君
自
身
が
独
自
に
情
報
収
集
、
分
析
、
企
画
、
調
整
、
実
質
決
定
、

最
終
決
定
の
六
段
階
に
分
け
て
、
内
閣
の
政
策
形
成
過
程
へ
の
関
与

を
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
、
内
閣
の
関
与
が
追
認
に
と
ど
ま
る
場
合
、

主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
場
合
、
内
閣
と
与
党
が
協
調
す
る
場
合
と

が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
一
般
的
な
政
策
形
成
の
場
合
に
は
、
内

閣
追
認
型
が
妥
当
す
る
が
、
重
要
政
策
の
決
定
の
場
合
に
は
、
内
閣

・
与
党
協
調
型
、
す
な
わ
ち
内
閣
の
一
部
と
与
党
の
一
部
に
よ
る
非

公
式
協
議
に
基
づ
く
調
整
を
経
て
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
。

内
閣
主
導
型
の
政
策
決
定
が
行
わ
れ
な
い
要
因
と
し
て
、
本
田
君
は
、

内
閣
の
立
案
機
能
の
欠
如
、
族
議
員
の
存
在
と
過
度
の
与
党
審
査
、

与
党
内
に
お
け
る
権
力
の
過
度
の
分
散
を
あ
げ
る
。
そ
の
よ
う
な
状

況
の
中
で
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
導
力
を
発
揮
し
う
る
か
否
か
は
、

与
党
内
に
お
け
る
支
持
基
盤
の
強
固
さ
の
程
度
に
よ
る
と
さ
れ
る
。

　
第
五
章
で
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
支
持
基
盤
を
確
保
す
る
た
め

に
、
内
閣
総
理
大
臣
が
解
散
権
を
ど
の
よ
う
に
行
使
す
る
か
を
決
定

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
点
を
検
討
し
て
い
る
。
従

来
、
解
散
権
の
間
題
は
、
法
律
学
の
研
究
の
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
、

政
治
学
的
考
察
が
加
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
田
君
は
、
こ
の
点

に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
実
質
的
な
解
散
権
行
使
に
い
た

る
要
因
を
、
そ
の
時
の
政
治
状
況
を
踏
ま
え
て
、
実
証
的
な
形
で
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
現
在
一
般
的
な
憲
法
七
条

に
基
づ
く
も
の
で
か
つ
自
民
党
政
権
の
下
で
行
わ
れ
た
一
〇
回
の
解

散
を
と
り
あ
げ
、
内
閣
総
理
大
臣
が
解
散
を
決
定
す
る
に
い
た
っ
た

要
因
と
し
て
、
前
任
者
の
影
響
力
を
排
除
し
て
独
自
色
を
発
揮
す
る

た
め
の
解
散
、
総
裁
と
し
て
の
再
選
を
は
か
る
た
め
の
解
散
、
衆
議

院
の
任
期
満
了
を
回
避
す
る
た
め
の
解
散
の
三
つ
に
大
別
し
て
い
る
。

ま
た
、
解
散
権
の
行
使
に
は
、
与
党
内
に
お
け
る
支
持
基
盤
の
安
定

性
と
一
定
の
内
閣
支
持
率
・
与
党
支
持
率
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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第
六
章
で
は
、
合
議
体
と
し
て
の
内
閣
が
単
独
与
党
で
は
な
く
、

連
立
政
権
に
よ
る
場
合
を
検
討
す
る
。
連
立
政
権
と
い
う
場
合
、
一

般
的
に
は
各
党
の
首
脳
が
入
閣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
閣
主
導
の
政

策
形
成
が
行
わ
れ
る
と
考
え
や
す
い
が
、
本
田
君
に
よ
れ
ば
、
自
民

党
政
権
に
代
わ
っ
て
登
場
し
た
連
立
政
権
で
あ
る
細
川
政
権
で
は
、

ほ
ぽ
自
民
党
政
権
下
と
同
様
に
、
重
要
政
策
の
形
成
に
お
い
て
は
内

閣
と
与
党
と
の
協
調
が
見
ら
れ
、
与
党
代
表
者
会
議
が
重
視
さ
れ
た

と
す
る
。
そ
の
点
は
、
自
民
党
の
参
加
し
た
連
立
政
権
で
あ
る
村
山

政
権
、
第
一
次
橋
本
政
権
で
も
重
要
政
策
の
形
成
に
お
い
て
与
党
責

任
者
会
議
が
重
視
さ
れ
た
点
で
同
様
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
細

川
政
権
が
昭
和
五
〇
年
以
前
の
自
民
党
政
権
下
と
同
様
に
個
々
の
政

策
形
成
に
お
い
て
、
官
僚
主
導
の
傾
向
が
多
く
見
ら
れ
た
の
に
対
し
、

村
山
政
権
、
第
一
次
橋
本
政
権
で
は
、
昭
和
五
〇
年
以
降
の
自
民
党

政
権
下
で
の
族
議
員
の
登
場
に
代
表
さ
れ
る
与
党
主
導
型
で
行
わ
れ

た
と
指
摘
す
る
。

　
第
七
章
か
ら
第
九
章
で
は
、
内
閣
と
く
に
内
閣
総
理
大
臣
を
支
え

る
内
部
組
織
の
形
成
・
発
展
を
内
閣
総
理
大
臣
の
指
導
力
と
の
関
係

か
ら
と
ら
え
、
分
析
し
て
い
る
。

　
第
七
章
で
は
、
最
近
み
ら
れ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
の
強
化
の

議
論
と
の
関
係
で
、
重
要
と
な
り
つ
つ
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
補
助

部
局
の
役
割
・
機
能
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
本
田
君
は
、
補
助
部

局
に
つ
い
て
、
主
任
の
大
臣
と
し
て
の
内
閣
総
理
大
臣
の
た
め
の
補

助
部
局
と
内
閣
そ
の
も
の
の
補
助
部
局
と
に
分
け
て
考
察
を
加
え
る
。

ま
ず
、
補
助
部
局
の
変
遷
に
つ
い
て
、
戦
前
に
お
い
て
み
ら
れ
た
補

助
部
局
の
強
化
は
、
主
と
し
て
前
者
の
側
面
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

り
、
後
者
の
補
助
部
局
の
強
化
は
、
日
本
国
憲
法
で
内
閣
総
理
大
臣

が
内
閣
の
首
長
と
さ
れ
て
以
後
で
あ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
昭

和
二
四
年
の
総
理
府
の
設
置
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
補
助
部
局
と

し
て
の
内
閣
総
理
大
臣
官
房
と
内
閣
そ
の
も
の
の
補
助
部
局
で
あ
る

内
閣
官
房
と
の
実
質
的
一
体
化
、
昭
和
三
二
年
の
総
理
府
総
務
長
官

の
新
設
に
伴
う
総
理
府
の
大
臣
官
房
と
内
閣
官
房
の
別
組
織
化
な
ど

を
通
し
て
、
内
閣
官
房
は
従
来
の
「
閣
議
事
項
の
整
理
」
に
加
え
て

「
閣
議
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
総
合
調
整
」
を
掌
握
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
も
、
昭
和
五
九
年
に
は
総
理
府
総
務

庁
の
設
置
に
よ
っ
て
内
閣
官
房
と
内
閣
総
理
大
臣
官
房
が
一
体
化
し
、

さ
ら
に
昭
和
六
一
年
に
は
、
前
年
の
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の

答
申
を
踏
ま
え
て
、
内
閣
官
房
お
よ
び
内
閣
総
理
大
臣
官
房
の
改
組

が
行
わ
れ
、
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
の
強
化
を
裏
付
け
る
形
で
進
ん

で
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
田
君
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
の
強
化
を
裏
付
け
る
内
閣
官
房
等
の
強
化
は
、

依
然
と
し
て
内
閣
に
よ
る
行
政
権
の
行
使
は
全
員
一
致
の
閣
議
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
制
約
を
受
け
て
お
り
、
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そ
の
点
で
補
助
部
局
が
政
策
立
案
機
能
を
有
す
る
ほ
ど
に
強
化
さ
れ

て
い
る
イ
ギ
リ
ス
な
ど
と
比
べ
一
定
の
限
界
を
有
し
、
現
在
の
段
階

で
は
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
施
策
提
示
の
た
め
の
各
省
庁
間
の
総
合

調
整
機
能
を
、
内
閣
に
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
て
い
く
か
が
重
要
な

課
題
に
な
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
す
る
。

　
第
八
章
で
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
導
力
の
不
足
に
関
し
て
、
さ

ら
に
自
民
党
政
権
下
に
お
い
て
は
党
内
の
派
閥
抗
争
の
激
化
、
派
閥

均
衡
人
事
や
年
功
序
列
人
事
の
定
着
等
に
よ
る
与
党
内
に
お
け
る
内

閣
総
理
大
臣
の
影
響
力
の
低
下
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
中
で
、
中
曽
根
政
権
に
お
い
て
、
首

相
直
属
の
審
議
会
や
私
的
諮
問
機
関
が
活
用
さ
れ
、
通
常
の
政
策
形

成
過
程
の
バ
イ
パ
ス
化
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
方
策
は
、
結
局
当
時
の
大
派
閥
を
中
心
と
す
る
与
党
の
反
発

を
招
き
、
そ
の
結
果
与
党
の
幹
部
を
正
規
の
構
成
員
と
す
る
閣
僚
会

議
が
急
速
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は

形
式
的
に
は
行
政
権
の
最
高
意
思
決
定
の
場
と
な
っ
て
い
る
閣
議
と

は
別
に
実
質
的
な
政
治
的
判
断
の
調
整
の
場
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を

意
味
す
る
と
す
る
。

　
第
九
章
で
は
、
第
八
章
で
述
べ
た
の
と
同
様
な
事
態
が
、
重
要
な

政
策
課
題
に
つ
い
て
関
係
閣
僚
会
議
が
関
係
大
臣
間
の
重
要
な
論
議

の
場
と
し
て
閣
議
決
定
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

や
、
内
閣
と
与
党
と
の
申
し
合
わ
せ
な
ど
に
よ
っ
て
政
府
・
与
党
に

よ
る
対
策
本
部
や
連
絡
会
議
等
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

に
も
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
本
論
文
の
概
要
は
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
特
色
は
、
こ
れ
ま
で
政
治
学
な
ど
に
お
い
て
重
要
な
研
究

対
象
で
あ
る
こ
と
は
認
識
さ
れ
つ
つ
も
、
ほ
と
ん
ど
未
開
拓
に
近
か

っ
た
政
策
形
成
に
お
け
る
内
閣
の
役
割
・
機
能
に
つ
い
て
、
歴
史
的

な
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
拡
大
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
つ

と
め
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
多
く
の
有
益
な
知
見
が
も
た
ら

さ
れ
た
と
い
え
る
。
な
か
で
も
、
湾
岸
危
機
や
阪
神
大
震
災
を
契
機

に
盛
ん
に
論
議
さ
れ
、
最
近
の
行
政
改
革
の
一
つ
の
眼
目
と
さ
れ
る

内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
強
化
に
関
し
て
、
新
た
な
論
議
の
素
材
を
提

供
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
関
心
は
、
も
ち
ろ
ん
政
治
学
ば
か
り
で
は
な
く
憲
法

学
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
従
来
行
政

権
を
消
極
的
に
定
義
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
不
十
分
さ
が

指
摘
さ
れ
、
最
近
の
有
力
な
学
説
の
中
に
は
、
長
谷
部
恭
男
教
授
な

ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
行
政
権
を
担
当
す
る
内
閣
の
職
務
は
単

に
法
律
の
執
行
に
と
ど
ま
ら
ず
、
内
閣
独
自
の
政
策
の
執
行
の
た
め

の
法
律
や
予
算
の
可
決
、
外
交
関
係
の
処
理
な
ど
の
面
で
、
議
会
活

動
を
指
導
す
べ
き
役
割
を
も
含
む
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
こ
の
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よ
う
な
考
え
方
は
、
か
つ
て
行
政
事
務
の
総
称
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ

た
憲
法
七
三
条
一
号
の
「
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
」
を
も
っ
て
、
い

わ
ゆ
る
ガ
ヴ
ァ
メ
ン
ト
（
統
治
）
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
的
な
議
院
内
閣
制
へ
の
傾
斜
、
さ
ら
に
は
一
九
世
紀
的
な

立
法
権
優
位
の
自
由
国
家
観
に
代
え
て
二
〇
世
紀
に
お
い
て
顕
著
に

な
っ
た
行
政
権
優
位
の
福
祉
国
家
観
へ
の
変
化
を
積
極
的
に
と
ら
え

て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
内
閣
が
重

要
な
政
策
形
成
を
主
導
し
て
行
う
場
合
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
強

力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
政
策
の
安

定
性
、
一
貫
性
、
統
一
性
の
確
保
の
た
め
に
国
務
大
臣
の
任
免
権
と

解
散
権
の
積
極
的
な
行
使
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
内
閣

総
理
大
臣
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
憲
法
六
六
条
三
項
の
定

め
る
国
会
に
対
す
る
内
閣
の
連
帯
責
任
制
と
の
齪
驕
を
招
来
す
る
こ

と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
、
本
田
君
も
指
摘

す
る
よ
う
に
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
丸
紅
ル
ー
ト
上
告
審
事
件
の
最
高

裁
判
決
の
よ
う
に
、
内
閣
総
理
大
臣
の
職
務
権
限
に
つ
い
て
「
内
閣

の
明
示
の
意
思
に
反
し
な
い
限
り
、
行
政
各
部
に
対
し
、
随
時
、
そ

の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
一
定
の
方
向
で
処
理
す
る
よ
う
指
導
、
助
言

等
の
指
示
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る
」
と
し
て
、
き
わ
め
て
広
範
な

形
で
と
ら
え
て
い
く
方
向
が
当
然
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
な
お
そ

の
よ
う
に
広
範
な
形
で
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
を
と
ら
え
る
べ
き
か
、

ま
た
広
範
な
権
限
が
あ
る
と
さ
れ
る
内
閣
総
理
大
臣
が
実
際
に
そ
の

よ
う
な
強
大
な
権
力
を
有
し
て
い
る
の
か
は
、
内
閣
と
の
関
係
、
国

会
と
の
関
係
そ
し
て
究
極
的
に
は
国
民
と
の
関
係
に
お
い
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
今
日
の
有
力
な
見
解
は
、
内
閣
総
理
大
臣

の
権
限
の
強
化
を
促
進
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
田
君
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
経
緯

を
踏
ま
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
の
強
化
は
内
閣
の
権
限
の
強

化
と
と
も
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
内
閣
の
権
限
の
強
化
が
ひ
い

て
は
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
の
強
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
た
ず
ら
に
内
閣
総
理
大
臣
の
権

限
の
強
化
を
図
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
有
効
に
行
使
し
う
る
か
否

か
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
踏
ま
え
れ
ば
内
閣
総
理
大
臣
の
与
党
内

に
お
け
る
支
持
基
盤
の
強
固
さ
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に

基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
田
君
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
緊
急
の
課

題
は
、
内
閣
そ
れ
自
体
が
各
省
庁
間
の
政
策
の
総
合
調
整
を
十
分
に

な
し
得
る
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、

本
田
君
が
内
閣
お
よ
び
内
閣
総
理
大
臣
の
補
助
部
局
の
変
遷
を
通
し

て
、
そ
の
必
要
性
を
力
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
十
分
傾
聴
に

値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
本
田
君
の
研
究
は
、
現
在
の
重
要
な
政
治
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課
題
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
基
本
的
な
検
討
資
料
の
乏
し
い
分
野
に
お

け
る
貴
重
な
業
績
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
問
題
点
も
存
在
す
る
。

ま
ず
、
第
一
に
、
本
研
究
に
は
比
較
研
究
の
成
果
が
も
う
少
し
多
く

含
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

特
に
本
田
君
が
、
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
の
強
化
と
内
閣
の
機
能
の

強
化
を
い
わ
ば
共
生
的
、
併
存
的
な
も
の
と
と
ら
え
つ
つ
、
内
閣
主

導
型
の
政
策
形
成
を
望
ま
し
い
と
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
と
関
係
す

る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
と
る
場
合
、
最
終
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
内

閣
の
よ
う
に
、
現
在
で
は
実
質
的
に
大
統
領
制
に
近
い
と
い
わ
れ
る

議
院
内
閣
制
を
と
る
の
か
、
そ
れ
よ
り
も
穏
健
な
形
態
を
と
る
の
か

は
、
イ
ギ
リ
ス
や
本
田
君
が
本
論
文
の
中
で
言
及
す
る
ド
イ
ツ
の
場

合
な
ど
と
の
比
較
検
討
の
上
に
立
っ
て
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
本
研
究
に
お
い
て
内

閣
の
実
態
が
少
な
か
ら
ず
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
は
評
価
し
う
る
が
、

あ
え
て
望
蜀
の
感
を
述
べ
れ
ば
、
最
近
の
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
強

化
の
議
論
の
内
容
お
よ
び
そ
れ
が
生
じ
る
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
、

よ
り
詳
し
い
資
料
の
提
示
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
指
摘
し
た
点
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
本
研
究
の
意
義
を

い
さ
さ
か
も
損
ね
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
本
田
君
自
身
謙
虚
に

そ
の
将
来
の
課
題
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
む
し

ろ
今
後
の
研
究
の
実
り
あ
る
成
果
を
予
見
さ
せ
る
も
の
と
い
え
る
。

内
閣
お
よ
び
内
閣
総
理
大
臣
の
役
割
・
機
能
を
行
政
国
家
化
現
象
と

の
関
連
で
政
治
学
的
に
と
ら
え
る
必
要
性
は
今
後
ま
す
ま
す
増
大
す

る
と
思
わ
れ
、
そ
の
意
味
で
本
研
究
は
先
駆
的
な
業
績
と
し
て
認
め

ら
れ
、
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
本
田
雅
俊
君
に
博
士
（
法
学
、
慶
磨
義
塾

大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当
と
考
え
る
。

平
成
九
年
一
〇
月
一
七
日

主
査

副副
査査

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

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
名
誉
教
授

大
沢
　
秀
介

堀笠
江原
　英
湛彦

163


