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特別記事

特
別
記
事

末
道
康
之
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
末
道
君
の
提
出
し
た
論
文
は
「
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
未
遂

犯
・
不
能
犯
論
に
つ
い
て
の
研
究
」
（
以
下
、
単
に
「
本
論
文
」
と

い
う
）
で
あ
り
、
二
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
一
五
〇
〇
枚
に
の
ぼ
る
、

大
部
の
比
較
法
研
究
で
あ
る
。

　
本
論
文
の
概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
序
章
に
お

い
て
間
題
提
起
を
し
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
学
を
研
究
す
る
意
味
及
び
方

法
論
に
つ
い
て
考
察
し
た
う
え
、
第
一
章
「
フ
ラ
ン
ス
未
遂
概
念
の

歴
史
的
変
遷
」
、
第
二
章
「
フ
ラ
ン
ス
未
遂
論
の
構
造
」
、
第
三
章

「
フ
ラ
ン
ス
不
能
犯
論
の
構
造
」
、
そ
し
て
第
四
章
「
結
語
」
へ
と
至

る
。一

　
末
道
君
の
論
文
の
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
次
の
三
つ
に
要

約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
学
を

「
わ
が
国
の
刑
法
理
論
に
お
け
る
思
考
方
法
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
あ
る
が
ま
ま
に
理
解
」
（
七
頁
）
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
こ
と

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
は
、
わ
が
国
の
刑
法
典
成
立
に
あ
た
り
、

直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
き
わ
め
て
大
き
い
役
割
を
果
た
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
研
究
は
、

こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
し
た
と
は
い
え
な
い
。

そ
こ
で
、
末
道
君
は
、
従
来
と
は
質
的
に
異
な
る
高
度
の
比
較
法
研

究
を
今
後
に
お
い
て
可
能
に
す
る
た
め
、
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き

な
い
基
礎
作
業
と
し
て
本
論
文
を
書
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
本
論
文
に
は
、
学
説
の
背
後
に
あ
る
歴
史
的
・
社
会
的
・
文

化
的
諸
事
情
、
実
定
法
上
・
裁
判
制
度
上
の
特
殊
性
、
大
学
の
研
究

教
育
に
お
け
る
刑
法
学
の
位
置
づ
け
な
ど
に
関
わ
る
数
多
く
の
指
摘

が
含
ま
れ
て
い
る
。
次
に
、
本
研
究
は
、
わ
が
刑
法
の
未
遂
犯
規
定

の
成
立
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
未
遂
犯
理
論

（
七
頁
以
下
参
照
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
実
行
の
着
手
」
は
わ
が
国

に
お
け
る
現
行
法
上
の
概
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
近
代
的
未
遂
概
念

を
確
立
し
た
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
）
の
歴
史
的

形
成
と
現
在
ま
で
の
発
展
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

末
道
君
は
、
豊
富
な
資
料
を
駆
使
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
未
遂
犯
理
論
の

歴
史
的
意
義
と
そ
の
実
像
を
解
明
す
る
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
だ

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
研
究
は
、
未
遂
犯
論
及
び
不
能
犯
論
を
直

接
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
犯
罪
概

念
の
本
質
に
か
か
わ
る
中
心
間
題
を
テ
ー
マ
に
据
え
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
犯
罪
論
の
理
論
構
成
を
す
る
に
あ
た
り
、
も
っ
と
も
決
定
的
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な
影
響
を
も
つ
論
争
問
題
は
、
何
が
な
ぜ
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
る
か

と
い
う
犯
罪
の
本
質
、
言
い
換
え
れ
ば
犯
罪
の
処
罰
根
拠
の
間
題
で

あ
る
。
そ
れ
は
未
遂
犯
論
・
不
能
犯
論
に
お
い
て
正
面
か
ら
（
結
論

に
直
接
影
響
す
る
形
で
）
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン

ス
刑
法
に
お
け
る
未
遂
犯
論
・
不
能
犯
論
の
研
究
は
フ
ラ
ン
ス
の
刑

法
理
論
の
本
質
部
分
の
構
造
を
、
そ
の
方
法
論
を
含
め
て
ト
ー
タ
ル

に
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
も
と
よ
り
、
右
の
三
つ
の
課
題
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
き
わ
め
て

大
き
な
も
の
で
あ
り
、
言
う
は
易
い
が
、
実
際
の
解
決
は
、
至
難
の

わ
ざ
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
本
論
文
に

も
い
く
つ
か
の
間
題
点
が
含
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
筆
者
が
こ
れ

ら
の
難
題
に
果
敢
に
取
り
組
み
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
学
に
関
す
る
こ
れ

ま
で
と
は
異
な
っ
た
、
し
か
も
か
な
り
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し

え
た
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
加
え
て
、
本
研
究
に

は
、
基
本
的
な
方
法
論
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
未
遂
犯
論

及
び
不
能
犯
論
に
深
刻
な
反
省
を
迫
る
重
要
な
知
見
が
含
ま
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

二
　
次
に
、
各
章
の
内
容
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
ま
ず
、
序
章
に
お

い
て
、
比
較
法
研
究
の
対
象
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
重
要
性
及

び
と
く
に
未
遂
理
論
を
取
り
上
げ
る
理
由
が
述
べ
ら
れ
た
後
、
第
一

章
「
フ
ラ
ン
ス
未
遂
概
念
の
歴
史
的
変
遷
」
で
は
、
ロ
ー
マ
法
時
代

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
未
遂
概
念
の
成
立
・
変
化
の
過
程
が
た
ど

ら
れ
る
（
一
四
頁
～
五
二
頁
）
。
近
代
的
未
遂
概
念
は
、
ロ
ー
マ
法

を
素
材
と
す
る
イ
タ
リ
ア
後
期
注
釈
法
学
派
を
端
緒
と
し
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
後
の
中
間
法
の
時
代
を
経
て
、
一
八
一
〇
年
刑
法
典
の
未
遂

規
定
に
お
い
て
は
じ
め
て
確
立
さ
れ
た
が
、
近
代
的
未
遂
概
念
の
成

立
と
発
展
を
考
え
る
と
き
、
革
命
以
前
の
旧
制
度
下
に
お
け
る
刑
法

思
想
と
の
断
絶
が
そ
こ
に
無
反
省
に
想
定
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
著
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
新
の
学
説
史

研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
革
命
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
、
古
法

時
代
の
未
遂
概
念
と
強
固
な
連
続
性
が
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と

す
る
。
前
後
に
共
通
す
る
の
は
、
「
未
遂
概
念
に
と
っ
て
最
も
重
要

な
要
素
は
行
為
者
の
故
意
で
あ
り
、
そ
の
故
意
が
客
観
的
な
行
為
に

よ
り
ど
の
程
度
明
確
に
表
明
さ
れ
る
か
」
が
間
題
で
あ
る
と
す
る
思

考
形
式
で
あ
る
（
と
く
に
二
五
頁
以
下
、
三
三
頁
、
四
五
頁
、
七
五

頁
な
ど
参
照
）
。
革
命
後
導
入
さ
れ
た
「
実
行
の
着
手
」
と
い
う
客

観
的
な
基
準
も
、
そ
れ
が
故
意
（
と
い
う
実
質
的
要
件
）
の
確
実
な

外
部
的
表
現
で
あ
る
点
に
本
質
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
二
〇

世
紀
初
頭
以
後
、
主
観
的
未
遂
理
論
が
支
配
的
で
あ
り
、
一
九
九
二

年
の
新
刑
法
典
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
こ
と
も
、
右
の
よ
う
な

思
考
形
式
が
と
ら
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
一
九
世
紀
に
客
観
的
色
彩
の
強
い
見
解
が
大
き
な
影
響
力
を
も
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っ
た
こ
と
も
あ
る
が
（
こ
の
点
に
つ
き
六
八
頁
以
下
、
｝
二
】
頁
以

下
）
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
は
一
時
的
現
象
に
す
ぎ
な
い
（
五
四
頁
）
。

一
八
一
〇
年
刑
法
典
が
未
遂
の
処
罰
に
つ
い
て
既
遂
と
の
同
一
刑
主

義
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
も
（
三
六
頁
以
下
、
六
〇
頁
以
下
参
照
）
、

未
遂
規
定
を
単
に
客
観
主
義
的
に
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
著
者
の
論
証
は
周
到
か
つ
説
得
的
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
わ

が
国
に
お
け
る
一
般
的
な
学
説
史
理
解
に
反
省
を
迫
る
も
の
と
い
え

よ
う
。

　
第
二
章
「
フ
ラ
ン
ス
未
遂
論
の
構
造
」
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
未
遂
犯
の
積
極
的
要
件
と
さ
れ
て
い
る
「
実
行
の
着
手
」
と
、
消

極
的
要
件
（
す
な
わ
ち
未
遂
犯
を
成
立
さ
せ
な
い
要
件
）
と
さ
れ
て

い
る
「
任
意
の
中
止
の
不
存
在
」
に
関
す
る
学
説
と
判
例
の
展
開
と

現
状
が
的
確
に
分
析
さ
れ
、
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
（
五
四
頁
～

二
七
頁
）
。
そ
の
結
論
を
要
約
す
れ
ば
、
実
行
の
着
手
に
つ
い
て

は
、
故
意
が
も
は
や
取
り
消
せ
な
い
程
度
に
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
判
例
で
も
故
意
が
明
確
に
外
部
に
現
れ
た
と
き
に
は

「
即
時
性
・
近
接
性
」
を
強
く
要
求
し
な
い
傾
向
に
あ
る
。
中
止
犯

の
成
否
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
い
わ
ゆ
る
政
策
説
が
通
説
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
犯
罪
意
思
の
自
発
的
放
棄
を
外
部
的
に
表
明

し
た
か
ど
う
か
が
重
要
な
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
故

意
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
を
間
題
と
す
る
見
解
（
プ

ロ
テ
）
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お

け
る
未
遂
犯
の
（
積
極
的
・
消
極
的
）
要
件
の
中
心
に
は
、
行
為
者

の
故
意
、
す
な
わ
ち
犯
罪
意
思
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の

章
は
、
前
章
に
お
け
る
著
者
の
テ
ー
ゼ
を
、
未
遂
犯
成
立
要
件
の
理

論
構
成
と
い
う
解
釈
論
の
レ
ベ
ル
で
さ
ら
に
緻
密
に
裏
付
け
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
論
証
に
は
説
得
力
が
あ
り
、
未
遂
犯
論
と
い
う
犯
罪

論
の
中
心
問
題
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法
学
の
実
像
を
か
な
り
明
確

な
形
で
読
者
に
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
章
「
フ
ラ
ン
ス
不
能
犯
論
の
構
造
」
で
は
、
可
罰
未
遂
成
立

の
限
界
に
関
連
し
て
、
不
能
犯
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
（
】

二
〇
頁
～
一
八
七
頁
）
。
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
輸

入
さ
れ
た
不
能
犯
理
論
の
歴
史
的
変
遷
が
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
、
そ
れ
が

不
能
犯
の
成
立
範
囲
を
い
ち
じ
る
し
く
限
定
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
の
学
説
・
判
例

で
は
客
観
説
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
今
日
に
至

る
ま
で
、
故
意
を
議
論
の
中
心
に
お
く
こ
と
に
よ
り
不
能
犯
論
は
ま

っ
た
く
不
要
で
あ
る
と
す
る
主
観
的
未
遂
理
論
が
支
配
的
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
死
体
に
対
す
る
殺
人
未
遂
罪
を
肯
定
し
た
一
九
八
六

年
の
破
棄
院
判
決
以
来
、
再
び
議
論
が
再
燃
し
、
相
変
わ
ら
ず
主
観

説
が
通
説
で
あ
る
が
、
一
定
の
修
正
（
法
律
の
不
能
の
概
念
の
援

用
）
を
施
そ
う
と
す
る
見
解
も
な
お
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
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だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
発
生
（
な
い
し
犯
罪
完
成
）
の
「
危
険

性
」
を
間
題
と
す
る
見
解
は
も
は
や
存
在
し
な
い
（
そ
の
理
由
と
背

景
に
つ
い
て
は
一
七
一
頁
以
下
が
示
唆
に
富
む
）
。

　
こ
の
章
は
、
著
者
が
も
っ
と
も
力
を
注
い
だ
部
分
で
も
あ
り
、
最

近
ま
で
の
学
説
及
び
判
例
の
紹
介
・
分
析
も
詳
細
で
、
資
料
的
価
値

も
高
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

は
故
意
を
重
視
す
る
主
観
説
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
学
説
は
一
枚
岩

で
は
な
く
、
基
本
的
に
主
観
説
で
あ
り
な
が
ら
も
、
未
遂
犯
と
し
て

は
不
可
罰
と
な
る
場
合
を
一
部
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
も
有
力
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
（
一
五
三
頁
以
下
参
照
）
。
主
観
的
要
件
（
故
意
）

に
よ
る
限
定
を
加
え
る
見
解
（
と
く
に
プ
ロ
テ
）
や
法
律
上
の
不
能

概
念
を
援
用
す
る
見
解
は
、
な
お
必
ず
し
も
成
功
し
た
も
の
と
は
言

い
難
い
が
、
わ
が
国
の
理
論
状
況
を
前
提
と
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ

れ
に
注
目
に
値
す
る
箇
所
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
著
者
の

評
価
す
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
具
体
的
危
険
説
に
近
い
結
論
に
な
る

し
、
後
者
は
具
体
的
危
険
説
に
よ
っ
て
も
な
お
未
遂
を
肯
定
せ
ざ
る

を
得
な
い
場
合
に
不
可
罰
と
す
る
理
論
的
可
能
性
を
開
く
も
の
で
あ

る
。　

第
四
章
「
結
語
」
は
、
研
究
全
体
の
簡
単
な
ま
と
め
で
あ
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
未
遂
論
に
お
け
る
最
大
の
特
色
は
主
観
的
要
件
（
す
な

わ
ち
故
意
）
が
何
よ
り
も
重
要
な
要
件
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

：
…
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
の
関
係
は
前
者
が
主
で
後
者
が
従

の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
（
一
八
八
頁
）
と
い
う

の
が
著
者
自
身
に
よ
る
本
研
究
の
総
括
の
言
葉
で
あ
る
。

三
　
以
上
の
よ
う
に
興
味
深
い
内
容
を
も
つ
本
研
究
で
あ
る
が
、
改

善
を
要
す
る
と
思
わ
れ
た
点
も
な
い
で
は
な
い
。
ま
ず
、
比
較
法
研

究
を
す
る
場
合
に
、
だ
れ
も
が
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ

ろ
で
は
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
研
究
に

つ
き
、
注
に
お
い
て
文
献
の
引
用
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
研
究
の
現

状
と
到
達
点
に
つ
い
て
の
内
容
的
分
析
が
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
研
究
が
何
を
明
ら
か
に
し
、
本
論
文
が
そ
れ
に
何
を
加
え
、
ま

た
い
か
な
る
点
に
つ
い
て
認
識
の
修
正
・
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
る

か
を
よ
り
詳
細
に
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
お
そ
ら
く

は
膨
大
な
資
料
の
内
容
分
析
と
そ
の
紹
介
に
労
力
を
さ
か
れ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
理
論
の
体
系
的
構
造
の
解
明
に
い
ま
一

歩
の
感
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
刑
法
学
説
が
主
観
的

要
件
で
あ
る
故
意
を
重
視
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
理
論
的

基
礎
の
分
析
が
、
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
（
一
七
二
頁
以
下
に
少
し

説
明
が
あ
る
が
）
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
行
為
者
刑
法
を
理

論
的
背
景
と
す
る
の
か
、
心
情
無
価
値
論
（
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
心
情

頽
落
論
）
を
思
想
的
根
拠
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
志
向
無
価
値
的

な
行
為
無
価
値
論
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
疑
間
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が
生
ず
る
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
学
に
お
い
て
は
「
違
法
論
が
そ
の
固
有

の
地
位
を
有
し
て
い
な
い
」
（
四
頁
以
下
）
し
、
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ

刑
法
学
流
の
「
哲
学
的
・
抽
象
的
理
論
」
の
組
み
立
て
が
行
わ
れ
な

い
（
五
頁
）
と
し
て
も
、
比
較
法
研
究
の
立
場
か
ら
こ
の
点
に
関
す

る
原
理
的
分
析
（
と
り
わ
け
刑
罰
論
と
の
関
係
の
検
討
）
を
正
面
か

ら
行
う
こ
と
は
有
益
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
こ

の
点
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法
が
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
一
般
的
な
理
解

と
も
日
本
の
そ
れ
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
理
論
的

背
景
な
い
し
は
理
論
的
基
礎
に
迫
る
努
力
が
必
要
で
あ
り
、
本
研
究

が
比
較
法
研
究
で
あ
る
こ
と
を
割
り
引
い
て
考
え
る
と
し
て
も
、
わ

が
国
の
解
釈
論
に
よ
り
直
接
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
ち
う
る
知
見
の

開
陳
と
い
う
点
で
や
や
不
十
分
さ
を
感
じ
さ
せ
る
結
果
に
終
わ
っ
て

い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
今
後
、
末
道
君
に
お
い
て
、
さ
ら
に

研
究
を
深
め
、
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
も
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
論
文
は
、
何

よ
り
も
豊
富
な
文
献
を
渉
猟
し
た
上
で
書
か
れ
た
労
作
で
あ
り
、
資

料
的
価
値
も
高
く
、
著
者
の
長
期
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
に
お
け
る
研
鎖

な
し
に
は
成
し
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
故
意
を
未
遂
犯
の
本
質
的
要
素
と
し
て
捉
え
、
未
遂
行

為
を
故
意
の
発
現
と
し
て
捉
え
る
フ
ラ
ン
ス
未
遂
犯
理
論
は
、
わ
が

国
の
解
釈
論
の
現
状
と
の
関
係
で
も
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
わ

が
国
で
は
、
犯
罪
の
客
観
面
と
主
観
面
、
す
な
わ
ち
客
観
的
な
行
為

態
様
と
内
心
の
故
意
と
を
ま
っ
た
く
切
り
離
し
て
理
解
し
よ
う
と
す

る
考
え
方
が
ま
だ
支
配
的
で
あ
る
。
犯
罪
論
の
実
質
に
お
い
て
、
今

な
お
べ
ー
リ
ン
グ
的
理
解
が
捨
て
ら
れ
て
い
な
い
と
評
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
為
の
客
観
面
と
主
観
面
と
を
相
即

不
離
の
全
体
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
重
要
な
違
法
限
定
機
能
が
発
揮

さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
殺
人
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に
お
い

て
は
、
故
意
殺
と
過
失
致
死
と
に
共
通
の
「
死
亡
惹
起
行
為
」
を
客

観
面
に
お
け
る
要
件
と
考
え
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
最
初
か
ら

「
故
意
に
よ
る
殺
人
行
為
」
と
し
て
の
客
観
的
態
様
を
示
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
殺
人
罪
の
構
成
要
件
該
当
事
実
は
適
切
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
「
実
行
行
為
」
の
観
念
の
中
核
に
も
故
意
が
あ

り
、
そ
れ
が
実
行
行
為
概
念
の
も
つ
処
罰
限
定
を
理
論
的
に
可
能
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
目
的
的
行
為
論
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

相
当
性
に
よ
る
因
果
関
係
の
限
定
も
、
正
犯
性
の
要
求
に
よ
る
処
罰

の
制
約
も
、
意
思
に
よ
る
事
象
支
配
と
無
関
係
に
理
解
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
著
者
が
論
ず
る
よ
う
に
、
故
意
の
理
論
的
重
要
性
は
再

認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
に
、
本
研
究
に
描
か
れ

て
い
る
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
刑
法
学
説
は
大
き
な
示
唆
を
与
え
ざ
る
に

は
お
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

125



法学研究71巻7号（’98：7）

四
　
右
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法

研
究
に
新
生
面
を
開
く
基
礎
研
究
で
あ
る
と
同
時
に
、
解
釈
論
的
に

も
、
未
遂
犯
の
理
論
の
視
座
転
換
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上

を
総
合
し
、
審
査
員
一
同
は
、
末
道
康
之
君
が
法
学
博
士
（
慶
慮
義

塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
に
適
格
で
あ
る
と
認
定
す
る
に
至

っ
た
。

　副　　副　主
　査　　査　査　平
　　　　　　　成
法中慶法慶法慶一

央慮辮学慮星

学講萎1萎1
　合大法
政学雛離
博華名輝法学
部誉9部学部

　教教冒教博教
　　　り士授授し授士授

平
良
木
登
規
男

井
　
田
　
　
良

宮
澤
浩
　
一

雀
新
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
雀
新
君
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

　
雀
新
君
提
出
に
よ
る
学
位
請
求
論
文
『
東
亜
同
文
会
と
中
国
－

戦
前
期
日
本
に
お
け
る
非
政
府
組
織
の
対
中
活
動
の
理
念
と
実
像

1
』
の
構
成
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
第
一
章
序
　
論

　
　
第
一
節
　
東
亜
同
文
会
の
対
中
活
動
の
概
説

　
　
第
二
節
　
研
究
の
課
題

　
第
二
章
東
亜
同
文
会
の
思
想
的
源
流

　
　
　
　
－
荒
尾
精
の
中
国
観
1

第

三第第第第第第
章六五四三二一
　節節節節節節

第
一
節

　
序
言

　
中
国
観
形
成
の
舞
台

　
対
中
論
策
の
視
角

　
「
商
権
競
争
」
構
想

　
日
清
戦
争
善
後
策

　
結
語

東
亜
同
文
会
と
中
国
の
改
革
運
動

－
一
八
九
八
年
～
一
八
九
九
年
－

　
序
言
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