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特

別

記

事

葛
西
ま
ゆ
こ
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

は
じ
め
に

特 別記事

葛
西
ま
ゆ
こ
君
が
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
『
生
存
権
の
規
範
的

意
義
』
は
、
憲
法
二
五
条
の
保
障
す
る
生
存
権
を
取
り
上
げ
、
そ
の

規
範
的
意
義
を
正
面
か
ら
問
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
存
権
に

つ
い
て
は
、
朝
日
訴
訟
や
堀
木
訴
訟
で
そ
の
法
的
性
格
が
争
わ
れ
た

も
の
の
、
判
例
は
一
貫
し
て
具
体
的
権
利
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
退

け
、
ま
た
生
存
権
を
具
体
化
す
る
法
令
等
の
合
憲
性
判
断
に
つ
い
て

は
広
範
な
立
法
裁
量
論
が
適
用
さ
れ
る
と
解
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う

な
判
例
に
対
し
て
学
説
は
批
判
的
で
あ
り
、
立
法
裁
量
を
枠
づ
け
る

違
憲
審
査
基
準
を
見
い
だ
そ
う
と
努
め
て
き
た
が
、
そ
れ
は
成
功
し

た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
生
存
権
を
め
ぐ
る

憲
法
学
の
議
論
は
、
他
の
分
野
に
比
較
し
低
調
な
様
相
を
長
ら
く
呈

し
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
生
存
権
の
保
障
内
容
に
つ
い
て
新
た
な

議
論
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
生
存
権
に
つ
い
て
自
由
を

基
調
と
し
て
憲
法
二
五
条
の
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生

活
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
見
解
や
、
生
存
権
を
主
観
的
権
利
と
し
て

で
は
な
く
客
観
的
権
利
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
見
解
な
ど
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
生
存
権
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
に
対
し
て
、
葛
西
君
は

「
生
存
権
の
規
範
的
意
義
」
と
題
す
る
本
論
文
に
お
い
て
、
憲
法
上

の
権
利
と
し
て
の
生
存
権
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
司
法
的
救
済
の
問
題

に
吸
収
さ
れ
つ
く
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
問
題
意
識
に
た
ち
、
ア

メ
リ
カ
の
判
例
を
広
範
に
渉
猟
し
分
析
し
た
上
で
、
主
観
的
権
利
と

し
て
生
存
権
を
憲
法
上
規
定
す
る
こ
と
の
規
範
的
意
義
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

提
出
さ
れ
た
学
位
請
求
論
文
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
り
、
全

九
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
は
じ
め
に

第
二
章
生
存
権
論
の
歴
史
的
展
開

什
憲
法
二
五
条
の
制
定
過
程

口
学
説
の
展
開
｜
社
会
権
的
基
礎
付
け
と
自
由
権
的
基
礎
付
け
｜

第
三
章
二
五
条
に
関
す
る
判
例
の
展
開

什
食
糧
管
理
法
違
反
事
件
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
説
の
提
示

口
朝
日
訴
訟
に
よ
る
広
範
な
行
政
裁
量
の
確
立

日
堀
木
訴
訟
に
よ
る
広
範
な
立
法
裁
量
の
確
立
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四
福
祉
領
域
に
お
け
る
平
等
の
困
難
さ
の
提
示

国
裁
判
規
範
性
が
弱
い
生
存
権
は
憲
法
上
の
権
利
た
り
う
る
の
か

第
四
章
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
福
祉
と
憲
法

付
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
を
比
較
対
象
に
す
る
の
か

口
な
ぜ
合
衆
国
憲
法
に
は
社
会
権
規
定
が
な
い
の
か

臼
福
祉
に
関
す
る
明
文
規
定
を
有
す
る
州
憲
法

四
連
邦
法
に
よ
る
福
祉
受
給
に
関
す
る
法
的
地
位
（
エ
ン
タ
イ
ト

ル
メ
ン
ト
）
の
否
定

第
五
章
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
（
法
的
地
位
）
の
多
義
性

付
福
祉
給
付
を
受
け
る
地
位
に
関
す
る
判
例
法
理
の
展
開

口
雇
用
に
お
け
る
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
と
手
続
的
保
護

臼
福
祉
に
お
け
る
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
と
手
続
的
保
護

四
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
の
分
類
を
め
ぐ
る
学
説

第
六
章
福
祉
に
関
す
る
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
を
め
ぐ
る
判
例
法
理

の
展
開

付
九
六
年
法
以
前
に
お
け
る
判
例
法
理
の
展
開

口
九
六
年
法
以
後
に
お
け
る
判
例
法
理
の
展
開

臼
九
六
年
法
が
否
定
し
た
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
と
は
何
か

第
七
章
司
何
回
自
己
可
。
ω？
の

E
E開
M

円
己
ロ
巴
。
ロ
を
め
ぐ
る
判
例
法
理

の
展
開

付

司

ωヨ
ロ
一
可
。
ω同
y
n
E
E開
M

円
己
ロ
包
。
ロ
と
は
何
か

口
判
例
法
理
の
展
開

第
八
章
生
存
権
の
規
範
的
意
義

付
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
財
産
権
的
ア
プ
ロ
ー
チ

口
初
期
の
マ
イ
ク
ル
マ
ン
の
議
論

日
平
等
で
は
な
く
、
ニ

l
ズ
に
着
目
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ

側
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ

回
生
存
権
と
裁
判
規
範
性

同
主
観
的
権
利
と
し
て
の
生
存
権
の
意
義

第
九
章
お
わ
り
に
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こ
れ
ら
各
章
は
、
法
学
政
治
学
研
究
に
発
表
さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
、

現
在
の
本
務
校
の
紀
要
や
社
会
保
障
関
係
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
論

文
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
内
容

本
論
文
は
、
全
九
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
章
は
問
題

意
識
に
あ
て
ら
れ
た
箇
所
で
あ
り
、
本
論
と
い
う
べ
き
部
分
は
第
二

章
以
下
に
な
る
の
で
、
第
二
章
以
後
の
各
章
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ

る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
章
「
生
存
権
論
の
歴
史
的
展
開
」
で
は
、
生
存
権
の
成
立
過

程
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
二
五
条
一
項
に
つ
い
て
は
、
連

合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
で
は
な
く
、
日
本
側
が
主
導
し
て
憲

法
制
定
議
会
の
審
議
段
階
で
当
時
の
社
会
党
の
主
張
に
よ
っ
て
憲
法



特別記事

に
挿
入
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
葛
西
君
は
、
こ
の
よ
う
な

過
程
を
経
て
憲
法
に
挿
入
さ
れ
た
憲
法
二
五
条
の
法
的
性
格
を
め
ぐ

る
学
説
に
つ
い
て
、
現
在
の
通
説
で
あ
る
生
存
権
的
基
本
権
を
社
会

権
と
し
て
理
解
す
る
宮
沢
俊
義
の
見
解
の
確
立
ま
で
の
変
遷
を
ま
ず

整
理
す
る
。
そ
の
上
で
、
葛
西
君
は
最
近
の
新
た
な
説
と
し
て
、
自

由
権
と
は
異
な
る
社
会
権
と
し
て
憲
法
二
五
条
の
法
的
性
格
を
強
調

す
る
通
説
に
異
を
唱
え
る
見
解
と
し
て
、
「
下
か
ら
の
社
会
権
論
」

を
唱
え
た
中
村
睦
男
や
、
人
格
的
自
律
権
論
を
基
盤
と
し
て
憲
法
二

五
条
を
捉
え
る
尾
形
健
、
遠
藤
美
奈
、
社
会
保
障
法
学
の
立
場
か
ら

自
由
基
底
的
生
存
権
論
を
唱
え
る
菊
池
馨
ら
の
見
解
を
挙
げ
る
。
も

っ
と
も
、
葛
西
君
は
、
こ
の
よ
う
な
生
存
権
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る

最
近
の
学
説
の
展
開
が
、
法
的
性
格
を
め
ぐ
る
学
説
の
発
展
に
影
響

を
直
接
与
え
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。

第
三
章
「
二
五
条
に
関
す
る
判
例
の
展
開
」
で
は
、
わ
が
国
に
お

け
る
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
例
が
検
討
さ
れ
る
。

葛
西
君
に
よ
れ
ば
、
判
例
は
食
糧
管
理
法
違
反
事
件
に
よ
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
規
定
説
の
提
示
に
は
じ
ま
り
、
朝
日
訴
訟
に
よ
る
広
範
な
行
政

裁
量
の
確
立
、
堀
木
訴
訟
に
よ
る
広
範
な
立
法
裁
量
の
確
立
、
併
給

禁
止
・
調
整
規
定
に
関
す
る
裁
判
例
や
学
生
無
年
金
障
害
者
訴
訟
に

お
け
る
福
祉
領
域
に
お
け
る
平
等
の
困
難
さ
の
提
示
と
展
開
さ
れ
て

き
た
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
近
年
の
学
説
の
中
に
は
、
国
民
の
生
存

や
福
祉
は
立
法
府
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
も

そ
も
生
存
権
は
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
規
定
す
る
に
は
適
し
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
の
主
張
が
見
ら
れ
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
諸
外

国
の
憲
法
に
お
い
て
も
主
観
的
権
利
と
し
て
生
存
権
が
規
定
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
あ
げ
る
説
が
登
場
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、

葛
西
君
は
、
裁
判
規
範
性
が
極
め
て
弱
い
生
存
権
を
憲
法
上
の
権
利

と
し
て
規
定
す
る
に
適
さ
な
い
権
利
で
あ
る
と
断
言
し
う
る
か
否
か

を
疑
問
と
し
、
第
四
章
以
下
で
ア
メ
リ
カ
の
判
例
や
学
説
を
も
と
に

検
討
を
加
え
て
い
る
。

第
四
章
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
福
祉
と
憲
法
」
で
は
、
連
邦
憲
法

に
明
文
の
社
会
権
規
定
を
有
し
な
い
も
の
の
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統

領
に
よ
る
「
第
二
の
権
利
章
典
」
の
提
案
以
後
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の

い
う
「
構
成
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
と
し
て
社
会
権
が
ア
メ
リ
カ
の

連
邦
段
階
で
は
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
公
権
力
に
よ
る

福
祉
政
策
の
継
続
が
原
則
と
し
て
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
貧
困

家
庭
一
時
的
扶
助
（
斗
O
B
－5
5ミ

kra笠
宮
8
皆同

Z
g身

司

m
B
E
g、
以
下

T
A
N
F
と
い
う
）
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く

の
公
的
扶
助
制
度
の
確
立
・
継
続
と
な
っ
て
現
れ
た
と
す
る
。
葛
西

君
は
特
に
州
段
階
で
の
議
論
の
展
開
に
着
目
す
る
。
葛
西
君
に
よ
れ

ば
、
相
当
数
の
州
の
憲
法
は
福
祉
に
関
す
る
明
文
規
定
を
有
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
は
以
下
の
よ
う
な
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
で
き
る
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と
す
る
。
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
州
が
「
貧
困
者
の
援
助
、
ケ
ア
、

及
び
支
援
」
を
提
供
す
る
積
極
的
義
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
第

二
は
、
立
法
府
が
「
貧
困
状
態
に
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、

経
済
的
扶
助
、
並
び
に
、
社
会
的
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
サ

ー
ビ
ス
」
の
提
供
の
有
無
を
判
断
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
州
に
貧
困
者
へ
の
ケ
ア
を
す
る
一
般
化
さ

れ
た
権
限
を
認
め
る
州
憲
法
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
州

に
貧
困
者
の
ニ

l
ズ
を
提
供
す
る
と
い
う
権
限
を
黙
示
的
に
認
め
る

州
憲
法
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
州
憲
法
の
判
例
の
分
析

か
ら
、
葛
西
君
は
、
い
ず
れ
の
州
憲
法
も
憲
法
上
直
接
個
人
の
主
観

的
権
利
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
州
が
独
自
に
行
な
う
福
祉

給
付
も
、
受
給
者
は
原
則
と
し
て
立
法
に
基
づ
き
具
体
的
な
地
位
を

得
る
点
に
特
色
が
あ
り
、
そ
れ
は
連
邦
段
階
と
共
通
す
る
と
す
る
。

そ
こ
で
、
葛
西
君
は
福
祉
受
給
者
の
法
的
地
位
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
立
法
と
し
て
知
ら
れ
る
、

A
F
D
Cを
廃
止
し

T
A
N
F
を
創

設
し
た
一
九
九
六
年
の
連
邦
法
個
人
責
任
・
就
労
機
会
調
整
法

（司

2
8
5－
同

2
3
5
5
E
q
自
己
当
日
W
0
3。
1
5芹
可
問
。
。
目

。
ロ
の
邑
巳
吉
ロ
〉
丘
、
以
下
九
六
年
法
と
す
る
）
に
注
目
す
る
。
九
六

年
法
で
は
「
T
A
N
F
は
、
個
人
又
は
家
庭
に
、

T
A
N
F
に
よ
り

補
助
金
を
受
け
る
州
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
、
扶
助
に
対
す
る
資

格
を
与
え
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
、
文
言
上
福

祉
受
給
者
の
「
個
人
の
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
（
宮
門
－
Z
E
E－
g目

立
己

O
B
O
E）
」
を
否
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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第
五
章
「
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
（
法
的
地
位
）
の
多
義
性
」
で

は
、
九
六
年
法
に
よ
り
否
定
さ
れ
た
「
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
」
の

意
味
・
内
容
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
葛
西
君
は
、

「
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
」
と
い
う
文
言
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九

七
O
年
の
ゴ
ー
ル
ド
バ

l
グ
判
決
以
来
、
福
祉
給
付
を
受
け
る
法
的

地
位
に
関
し
て
判
例
法
上
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
と
す
る
。
た
だ
し
、

葛
西
君
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
多
義
的
で
あ
り
、
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン

ト
の
定
義
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
給
付
の
廃
止
ま
た
は
損
失

に
対
抗
す
る
法
を
通
じ
て
執
行
可
能
な
客
観
的
な
適
格
基
準
（
巳
r

m－E
E可
）
と
解
す
る
ラ
イ
ク
の
説
以
外
に
、
①
受
給
者
に
と
っ
て

好
都
合
な
社
会
保
障
法
の
文
言
及
び
条
件
を
、
州
の
福
祉
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
対
し
て
、
執
行
す
る
こ
と
を
求
め
る
福
祉
受
給
者
の
訴
権
と
解

す
る
説
、
②
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
ひ
き
が
ね
と
な
る
も
の

と
解
す
る
説
、
③
福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
る
州
が
連
邦
政

府
に
よ
る
そ
れ
に
見
合
っ
た
補
助
金
を
受
け
取
る
こ
と
の
保
証
と
解

す
る
説
の
四
つ
に
分
け
る
フ
ァ
リ
ナ
の
見
解
、
法
的
に
執
行
可
能
な

個
人
の
権
利
と
い
う
意
味
の
実
定
法
上
の
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト

e
g
E
3
8
E
F
5
8
5、
福
祉
受
給
者
の
ニ

l
ズ
に
対
応
す
る

応
答
的
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
（

5
8。ロ包
2
8
§
F
E
8
5、



プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
受
給
者
が
受
け
取
る
も
の
を
明
確
な
基
準
に
よ
り

限
定
す
る
機
能
的
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
（
宮
口
2
5ロ
mwZE50・
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の
三
つ
の
区
別
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
ス
ー
パ
ー
の
立
場

が
見
ら
れ
る
と
す
る
。
葛
西
君
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ァ
リ
ナ
や
ス
ー

パ
ー
の
分
類
は
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
エ
ン
タ
イ
ト
ル

メ
ン
ト
と
は
、
「
議
会
に
よ
り
制
定
法
で
定
め
ら
れ
た
一
定
の
受
給

要
件
を
満
た
す
限
り
そ
の
資
格
が
認
め
ら
れ
る
概
念
」
と
定
義
す
る
。

第
六
章
「
福
祉
に
関
す
る
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
を
め
ぐ
る
判
例

法
理
の
展
開
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
が
、
ど
の
程
度
の
強
度
の

エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
と
し
て
福
祉
給
付
を
受
け
る
地
位
を
認
識
し

て
き
た
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
九
六
年
法

以
前
に
お
け
る
判
例
法
は
、
福
祉
受
給
者
に
対
し
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ

ン
ト
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
続
的
保
護
を
与
え
な

が
ら
も
、
実
体
的
保
護
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
て
き
た

と
す
る
。
つ
ま
り
、
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
は
、
判
例
法
上
は
あ
く

ま
で
手
続
的
保
護
に
か
か
わ
り
、
制
定
法
の
福
祉
に
関
す
る
実
体
的

判
断
を
含
ま
な
い
よ
う
な
解
釈
に
関
連
し
て
出
て
き
た
概
念
で
あ
っ

た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
判
例
は
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
を
否
定
し
た

九
六
年
法
制
定
以
後
は
、
手
続
的
保
護
の
面
に
つ
い
て
も
デ
ュ

1
・

プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
で
ど
の
程
度
の
保
護
を
及
ぼ
す
べ
き
か
に
つ
い

て
動
揺
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
葛
西
君
は
、
九
六
年

B
O
E）

 

法
が
否
定
し
た
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
は
、
連
邦
に
よ
る
州
に
対
す

る
財
政
的
な
保
証
の
否
定
に
と
ど
ま
り
、
実
定
法
に
お
け
る
州
の
裁

量
を
制
限
す
る
基
準
（
資
格
基
準
）
に
つ
い
て
は
、
九
六
年
法
の
資

格
基
準
に
関
す
る
規
定
が
客
観
的
な
基
準
の
存
在
を
求
め
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
に
は
憲
法
上
デ
ユ

1
・
プ
ロ
セ

ス
に
よ
る
保
護
が
及
ぶ
と
す
る
フ
ァ
リ
ナ
な
ど
の
見
解
に
同
意
す
る
。

第

七

章

司
ω自
己
可
。

8
・
n
E品
開
問
古
包

g
を
め
ぐ
る
判
例
法

理
の
展
開
」
で
は
、
世
帯
の
子
ど
も
数
に
か
か
わ
ら
ず
受
給
額
に
上

限
を
設
け
る
司
ω自
己
可
。
州
号
制
と
、
子
ど
も
を
新
た
に
出
産
し
て
も

そ
の
子
ど
も
分
の
給
付
の
増
加
を
認
め
な
い
の
E
E
開
問
Z
位
。
ロ
制

を
め
ぐ
る
判
例
法
が
検
討
さ
れ
る
。
葛
西
君
は
、
司

mwSロ
可
ゎ
与
の

リ
l
デ
イ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
タ
ン
ド
リ
ッ
ジ
判
決
を
取
り
上
げ

て
そ
の
内
容
を
見
た
後
、
ダ
ン
ド
リ
ッ
ジ
判
決
の
影
響
が
一
九
九

0

年
代
以
降
の
連
邦
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
の
E
E
開問】

g
Zロ
を
め

ぐ
る
諸
判
決
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
具
体
的
に
は
、

E
自
己
可
わ
向
者
制
の
下
で
も
受
給
者
に
平
等
保
護
と
デ
ュ

l
・
プ
ロ

セ
ス
（
子
ど
も
を
産
む
権
利
）
の
保
障
が
及
ん
で
い
る
と
す
る
。

第
四
章
か
ら
第
七
章
で
は
、
憲
法
上
生
存
権
規
定
を
も
た
な
い
ア

メ
リ
カ
で
福
祉
受
給
者
の
法
的
地
位
を
保
護
す
る
も
の
と
し
て
、
判

例
上
「
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
」
の
観
念
が
重
要
性
を
果
た
し
、
そ

れ
に
対
し
て
州
裁
判
所
に
よ
り
平
等
保
護
や
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
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保
障
が
及
ぶ
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
第
八
章

「
生
存
権
の
規
範
的
意
義
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
生
存
権
の
基
礎

付
け
を
め
ぐ
る
学
説
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
葛
西
君
に
よ
れ
ば
、
ア

メ
リ
カ
の
学
説
は
当
初
財
産
権
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
、
手
続
的
な

側
面
に
つ
い
て
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
保
障
が
及
、
び
、
州
外

か
ら
福
祉
受
給
を
目
的
に
来
る
者
に
対
し
て
州
が
厳
し
い
居
住
要
件

を
課
す
よ
う
な
場
合
に
は
、
平
等
保
護
条
項
や
特
権
・
免
除
条
項
な

ど
を
用
い
て
憲
法
上
の
保
護
を
与
え
、
福
祉
受
給
者
の
地
位
を
保
護

し
よ
う
と
図
っ
て
き
た
と
す
る
。
た
だ
し
、
福
祉
給
付
を
受
け
る
地

位
の
実
体
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
一
九
七

O
年
の
ダ
ン
ド
リ
ッ
ジ
判

決
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
合
理
性
の
基
準
」
に
よ
っ
て
審
査
が
行

わ
れ
、
そ
の
保
護
は
十
分
に
は
図
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
す
る
。

葛
西
君
は
、
こ
の
よ
う
な
財
産
権
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
「
福
祉
」
を

「
財
産
権
」
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
は
「
福
祉
」
が
単

な
る
物
質
的
利
益
の
再
配
分
の
問
題
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
を

意
味
す
る
と
い
う
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
の
上
で
葛
西
君
は
そ
の
限
界
を
打
破
す
る
も
の
と
し
て
、
マ
イ

ク
ル
マ
ン
の
議
論
に
注
目
す
る
。
マ
イ
ク
ル
マ
ン
は
、
判
例
理
論
の

よ
う
に
平
等
保
護
条
項
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
ア
メ

リ
カ
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
個
人
の
「
最
小
限
の
保
護

（

B
E
－Bz
g
u
g
g♀
宮
口
）
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
と
違
う
価
値
に
よ

っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
べ
き
だ
と
す
る
。
葛
西
君
は
、
マ
イ
ク

ル
マ
ン
の
議
論
は
日
本
の
憲
法
学
や
社
会
保
障
法
学
に
お
い
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
ニ

l
ズ
に
着
目
し
た
議
論
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と

し
つ
つ
、
ニ
ー
ズ
に
注
目
し
た
マ
イ
ク
ル
マ
ン
も
、
裁
判
規
範
性
の

問
題
に
関
し
て
は
わ
が
国
の
抽
象
的
権
利
説
と
同
程
度
の
レ
ベ
ル
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
た
め
、
権
利
の
存
在
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
裁

判
所
は
初
め
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
始
を
命
令
で
き
る
は
ず
だ
と
す

る
ボ
l
ク
に
よ
る
批
判
を
浴
び
た
と
す
る
。
こ
の
批
判
に
対
し
そ
の

後
マ
イ
ク
ル
マ
ン
は
、
社
会
権
は
合
衆
国
憲
法
上
の
権
利
で
は
な
い

に
せ
よ
構
成
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
し
て
正
当
化
で
き
る
と
い
う
立
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場
を
と
っ
た
と
さ
れ
る
。
葛
西
君
は
、
こ
の
よ
う
な
マ
イ
ク
ル
マ
ン

の
見
解
は
構
成
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
し
て
理
解
さ
れ
、
精
織
な
議

論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
憲
法
上
の
規
定
を
欠
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
、
わ
が
国
の
議
論
と
の
関
係
で
は
無
視
で
き
な
い
相
違
と
し

て
存
在
す
る
と
指
摘
す
る
。

葛
西
君
に
よ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
の
場
合
と
異
な
り
、
日
本
国
憲
法
は

憲
法
二
五
条
で
生
存
権
を
「
憲
法
上
の
権
利
」
と
し
て
保
障
し
て
お

り
、
そ
の
規
範
的
意
義
を
重
視
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

生
存
権
が
い
わ
ゆ
る
自
由
権
と
同
じ
よ
う
な
「
権
利
」
性
を
持
ち
え

な
い
と
し
て
も
、
政
府
関
係
者
は
単
に
裁
判
所
が
そ
の
規
範
を
執
行

す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
憲
法
規
範
を
完
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全
に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」

を
お
く
る
「
憲
法
上
の
権
利
」
の
侵
害
に
当
た
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
つ
い
て
は
、
憲
法

二
五
条
が
「
権
利
」
で
は
な
く
裁
量
性
を
伴
っ
た
「
立
法
府
の
義

務
」
と
し
て
規
定
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
現

在
の
通
説
で
あ
る
抽
象
的
権
利
説
と
異
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
、
葛
西
君
は
、

ア
メ
リ
カ
の
州
憲
法
の
中
で
州
に
積
極
的
義
務
規
定
を
課
す
場
合
に
、

あ
る
程
度
の
積
極
的
な
審
査
を
裁
判
所
は
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
葛
西
君
は
広
範
な
裁
量
に
基
づ
い
て
構
築
さ

れ
る
福
祉
立
法
（
客
観
法
）
が
「
最
低
限
度
の
生
活
」
（
主
観
的
権

利
）
を
侵
害
し
て
い
く
潜
在
的
危
険
に
対
し
て
、
一
般
的
ま
た
は
間

接
的
・
部
分
的
な
給
付
水
準
の
引
き
下
げ
な
ど
の
制
度
後
退
の
場
面
、

手
続
的
保
障
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
憲
法
二
五
条
一
項
の

生
存
権
に
は
、
憲
法
上
の
主
観
的
権
利
と
し
て
作
用
す
る
可
能
性
が

あ
り
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
ア
メ
リ
カ
よ
り

も
広
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
生
存
権
論
が
展

開
す
べ
き
憲
法
的
「
権
利
」
論
と
は
、
憲
法
二
五
条
を
正
面
突
破
的

に
用
い
て
、
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
場
合
を
論
じ
る
こ
と
に
尽
き
る
も

の
で
は
な
く
、
憲
法
二
五
条
を
具
体
化
し
た
法
律
が
あ
る
な
ら
ば
、

ま
ず
は
そ
の
法
律
の
運
用
の
問
題
を
丁
寧
に
論
ず
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
こ
で
憲
法
論
が
仮
に
事
実
上
吸
収
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
憲
法
上

の
規
定
の
意
義
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
わ
が
国
の
生

存
権
論
が
「
権
利
」
に
こ
だ
わ
り
、
抽
象
的
権
利
説
が
「
権
利
」
を

標
梼
す
る
こ
と
の
意
義
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
単
に

ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
も
の
で
は
な
く
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の

生
活
を
保
障
す
る
シ
ス
テ
ム
の
制
度
的
な
中
核
に
対
応
す
る
権
利
行

使
を
通
じ
て
、
主
観
の
法
と
客
観
の
法
を
つ
な
げ
る
役
目
を
果
た
す

可
能
性
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
評
価

本
論
文
は
、
日
本
国
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
と
し
て
大
き

な
地
位
を
占
め
る
と
さ
れ
な
が
ら
、
判
例
の
と
る
広
範
な
立
法
裁
量

論
の
た
め
に
、
そ
の
内
容
が
不
明
確
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
憲
法
二

五
条
の
規
範
的
要
請
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
意
欲
的

な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
憲
法
二
五
条
に
関
し
て
は
、
朝
日

訴
訟
や
堀
木
訴
訟
な
ど
こ
れ
ま
で
多
く
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
訴
訟
の
多
く
は
、
憲
法
二
五
条
が
有
す
る
憲
法
上
の
権
利

と
し
て
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
を
持
つ
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
判
例
が
一
貫
し
て
立
法
府
の
判
断
を
尊
重
す
る

姿
勢
を
示
し
て
き
た
た
め
、
憲
法
学
の
観
点
か
ら
す
る
議
論
は
こ
れ
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ま
で
停
滞
状
況
を
示
し
て
き
た
。
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そ
の
よ
う
な
中
で
本
論
文
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
つ
の
意
義
を
有

す
る
も
の
と
い
え
る
。
第
一
の
意
義
は
、
こ
れ
ま
で
の
憲
法
二
五
条

に
関
す
る
憲
法
学
か
ら
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
不
足
し
て
い
た
社
会
保

障
法
学
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
形
で
、
自
ら
の
見
解
を
披
涯
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
に
も
社
会
保
障
法
学
の

研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
憲
法
学
に
お
け
る
先
行
研
究
は
存
在
す
る
。

そ
れ
ら
研
究
で
は
、
生
存
権
を
経
済
的
物
質
的
保
障
に
限
ら
れ
る
も

の
と
せ
ず
、
生
存
権
の
基
底
に
は
人
格
的
自
律
の
不
可
侵
性
が
据
え

ら
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
。
葛
西
君
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
を

評
価
し
つ
つ
、
他
方
そ
れ
が
自
由
権
を
基
底
に
置
く
議
論
を
展
開
す

る
結
果
、
憲
法
二
五
条
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
み
ら
れ
る
最
近
の

有
力
な
見
解
で
あ
る
、
生
存
権
を
主
観
的
権
利
で
は
な
く
客
観
的
な

法
制
度
を
前
提
と
す
る
権
利
で
あ
る
と
み
る
議
論
と
の
聞
に
十
分
な

接
点
を
見
い
だ
し
て
い
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
葛
西
君
は
、
そ
の

接
点
を
歴
史
的
起
源
か
ら
自
由
権
を
重
視
す
る
傾
向
の
強
い
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
お
け
る
判
例
お
よ
び
学
説
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る。
本
論
文
の
第
二
の
意
義
は
、
上
述
し
た
問
題
意
識
を
も
と
に
そ
の

解
を
求
め
て
、
ア
メ
リ
カ
の
学
説
と
判
例
を
丁
寧
に
渉
猟
し
分
析
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
に
つ
い
て
は
、

従
来
の
研
究
の
よ
う
に
連
邦
段
階
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
州
の
判

例
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
、
州
憲
法
に
お

け
る
福
祉
に
関
す
る
明
文
規
定
の
あ
り
方
を
ま
ず
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
分
類
し
た
う
え
で
精
査
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
い
ず
れ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
州
憲
法
も
憲
法
上
直
接
個
人
に
主
観
的
権

利
を
付
与
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
州
が
独
自
に
行
な
う
福
祉
給

付
に
つ
い
て
、
受
給
者
は
原
則
と
し
て
立
法
に
基
づ
き
具
体
的
な
地

位
、
す
な
わ
ち
福
祉
受
給
者
と
し
て
の
「
個
人
の
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ

ン
ト
（
宮
島
〈
広
ロ
巳

σ己
主
O
B
O
E）
」
を
得
る
必
要
が
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
「
エ
ン

タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
」
の
概
念
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
し
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
葛
西
君
は
、
そ
れ
は

判
例
法
上
制
定
法
の
福
祉
に
関
す
る
実
体
的
判
断
を
含
ま
な
い
も
の

と
さ
れ
る
が
、
福
祉
立
法
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
査
に
お
い
て
、
手

続
的
保
護
を
お
よ
ぼ
す
も
の
と
し
て
働
き
、
憲
法
上
は
デ
ュ

l
・
プ

ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ
く
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

い
ま
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
本
論
文
の
第
三
の
意
義
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
や
学
説
か
ら
み
て
、
日
本
国
憲
法

が
二
五
条
で
生
存
権
を
「
憲
法
上
の
権
利
」
と
し
て
保
障
し
た
こ
と

の
規
範
的
意
義
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
点
を
重
視
す
る
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
葛
西
君
に
よ
れ
ば
、
憲
法
二
五
条
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の
生
存
権
が
自
由
権
と
同
様
な
権
利
性
を
持
ち
え
な
い
と
し
て
も
、

す
な
わ
ち
裁
判
所
が
そ
の
規
範
を
執
行
し
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
の

こ
と
を
理
由
と
し
て
国
は
憲
法
規
範
で
あ
る
憲
法
二
五
条
の
要
請
を

ま
っ
た
く
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
仮
に
そ
の
よ
う

な
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生

活
」
を
お
く
る
「
憲
法
上
の
権
利
」
の
侵
害
に
あ
た
る
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
憲
法
二
五
条
の
生
存
権

を
憲
法
一
三
条
の
自
己
決
定
権
と
関
係
す
る
も
の
と
し
て
自
由
権
的

に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
最
近
の
生
存
権
に
関
す
る
学
説
に
影
響
を
受

け
つ
つ
、
憲
法
二
五
条
を
憲
法
二
二
条
と
別
に
憲
法
上
設
け
た
重
要

性
を
認
識
す
る
必
要
性
を
説
く
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
客
観
法

と
し
て
の
福
祉
立
法
が
広
範
な
裁
量
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
る
こ
と

を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
立
法
が
自
己
決
定
権
と
の
関
係
で
求

め
ら
れ
る
主
観
的
な
権
利
の
側
面
と
し
て
の
「
最
低
限
度
の
生
活
」

を
侵
害
す
る
危
険
性
に
対
す
る
歯
止
め
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
憲
法
二
五
条
の
規
範
的
意

特別記事

義
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
ま
述
べ
た
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
本
論
文
は
、
憲
法
学
か
ら
す

る
新
た
な
憲
法
二
五
条
の
理
解
を
説
く
も
の
と
し
て
大
い
に
評
価
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
な
お
若
干
の
問
題
点
や

今
後
の
課
題
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
葛
西
君
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
の
議
論

を
詳
細
に
分
析
し
、
そ
の
規
範
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、

そ
こ
で
い
う
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
は
手
続
的
保
護
だ
け
に
と
ど
ま

る
内
容
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
連
し
て

は
、
第
七
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
司
ω自
己
可
。
m
号
制
を
め
ぐ
る

議
論
の
中
で
、
子
供
を
産
む
権
利
と
い
う
デ
ユ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ

っ
て
保
障
さ
れ
る
権
利
と
の
関
係
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
体
的
権
利
も
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
葛
西
君
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
が
日
本
国
憲
法
と
異

な
り
生
存
権
の
規
定
を
持
た
な
い
こ
と
の
意
味
を
最
終
的
に
重
視
す

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
中
で
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
に

お
い
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
構
成
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
つ

い
て
、
そ
の
内
容
を
も
う
少
し
深
く
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲

法
二
五
条
の
解
釈
に
有
用
な
議
論
が
提
供
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

も
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
今
後
の
課
題
と
し
て
、
現
在
わ
が
国
で
多
く

の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
生
活
保
護
に
お
け
る
老
齢
加
算
や
母
子
加

算
等
の
廃
止
や
制
限
な
ど
を
め
ぐ
る
問
題
、
あ
る
い
は
社
会
保
障
の

個
別
の
制
度
を
め
ぐ
っ
て
廃
止
や
制
限
な
ど
の
検
討
が
な
さ
れ
る
い

わ
ゆ
る
制
度
後
退
と
い
わ
れ
る
問
題
に
対
し
て
、
憲
法
二
五
条
の
規

範
的
要
請
の
下
で
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
べ
き
で
あ
る
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と
考
え
る
の
か
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
な
議
論
の
提
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示
が
期
待
さ
れ
る
。

た
だ
、
い
ま
述
べ
た
若
干
の
問
題
点
や
今
後
の
課
題
は
、
葛
西
君

の
こ
れ
ま
で
の
真
撃
で
誠
実
な
努
力
を
以
て
す
れ
ば
、
必
ず
克
服
さ

れ
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
本
論
文
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
減
ず
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
葛
西
君
の
今
後
の
一
層
の
研
究
成
果
へ
の
期

待
を
込
め
て
の
望
萄
の
言
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
審

査
員
一
同
は
、
葛
西
ま
ゆ
こ
君
が
提
出
し
た
本
論
文
が
、
博
士
（
法

学
、
慶
慮
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

あ
る
と
判
断
し
、
こ
こ
に
そ
の
旨
を
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。

二
O
O九
年
一

O
月
二
八
日
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学
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林
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慶
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義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
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科
委
員
法
学
博
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