
慶
済
姫
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一

本
論
文
の
構
成

慶
済
姫
君
か
ら
提
出
さ
れ
た
学
位
請
求
論
文

市
民
社
会
に
お
け

る
投
票
行
動
に
関
す
る
研
究
│
民
主
化
以
降
の
韓
国
に
お
け
る
選
挙

を
ケ
ー
ス
と
し
て

は
、
同
君
が
本
塾
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課

程
を
経
て
、
韓
国
の
母
校
で
教
え
な
が
ら
進
め
て
き
た
研
究
の
成
果

で
あ
る
。
本
論
文
の
構
成
は
、
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

第
1
章

序

第
1
節

本
論
文
の
問
題
意
識
お
よ
び
目
的

第
2
節

本
論
文
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

第
3
節

本
論
文
の
分
析
対
象
お
よ
び
サ
ー
ベ
イ
・
デ
ー
タ

第
4
節

本
論
文
の
構
成

第
2
章

韓
国
の
特
性

第
1
節

は
じ
め
に

第
2
節

韓
国
の
選
挙
に
お
け
る
地
域
主
義

第
3
節

政
党
の
変
遷

第
4
節

地
理
的
環
境

第
5
節

人
口
の
構
成
お
よ
び
変
化

第
6
節

各
選
挙
の
特
徴

第
7
節

本
章
の
ま
と
め

第
3
章

韓
国
の
先
行
研
究

第
1
節

は
じ
め
に

第
2
節

与
村
野
都

第
3
節

地
域
主
義

第
4
節

政
党
支
持

第
5
節

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

第
6
節

世
代

第
7
節

選
挙
制
度

第
8
節

そ
の
他

第
9
節

本
章
の
ま
と
め

第
4
章

経
済
と
投
票

第
1
節

は
じ
め
に

第
2
節

経
済
と
投
票
に
関
す
る
従
来
の
研
究

第
3
節

韓
国
に
お
け
る
経
済
と
投
票

第
4
節

本
章
の
ま
と
め

第
5
章

争
点
と
投
票

第
1
節

は
じ
め
に

第
2
節

争
点
態
度
投
票
に
関
す
る
従
来
の
研
究

第
3
節

韓
国
に
お
け
る
争
点
態
度
投
票

第
4
節

本
章
の
ま
と
め
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第
6
章

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
投
票

第
1
節

は
じ
め
に

第
2
節

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
投
票
に
関
す
る
従
来
の
研
究

第
3
節

韓
国
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
投
票

第
4
節

本
章
の
ま
と
め

第
7
章

総
合
分
析

第
1
節

は
じ
め
に

第
2
節

総
合
分
析

第
3
節

本
章
の
ま
と
め

第
8
章

ま
と
め

第
1
節

本
論
文
の
結
論

第
2
節

本
論
文
の
意
義

第
3
節

今
後
の
展
望

第
4
節

今
後
の
課
題

第
5
節

提
言

A
P
P
E
N
D
I
X

二

本
論
文
の
概
要

こ
う
し
た
構
成
か
ら
成
る
本
論
文
に
お
け
る
慶
君
の
目
的
は
、
民

主
化
以
降
の
韓
国
に
お
け
る
投
票
行
動
が
い
か
な
る
要
因
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
実
証
的
に
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
本
論
文
で
は
、
以
下
の
二
つ
の
目
的
に
基
づ
い
て
分
析
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
の
目
的
は
、
韓
国
の
選
挙
お
よ
び
投
票
行

動
に
関
し
て
、
韓
国
特
殊
論
で
は
な
く
、
国
際
的
な
土
俵
で
議
論
で

き
る
一
般
的
な
理
論
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の

目
的
は
、
投
票
行
動
に
お
け
る
多
様
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
中

で
、
単
一
の
選
挙
の
み
で
は
な
く
、
連
続
す
る
複
数
の
選
挙
か
ら
有

権
者
の
投
票
行
動
の
パ
タ
ー
ン
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
目
的
を
通
し
て
、
慶
君
は
有
権
者
の
民
意
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
慶
君
は
、
こ
れ
ま
で
の
韓

国
で
は
地
域
主
義
投
票
と
い
う
特
殊
な
要
因
が
投
票
行
動
に
強
い
影

響
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
選
挙
を
通
じ
た
有
権
者
の
民
意

が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
意
識
を
も
っ

て
い
る
。
ま
た
、
慶
君
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
研
究
で
は
地
域
主
義
投

票
に
関
す
る
解
釈
が
多
様
な
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
最

近
の
選
挙
で
は
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
現
象
が
起
き
て
い

る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
多
く
の
研
究
者
が
韓
国
の
様
々
な
選
挙
に
お
け
る
投
票
行

動
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
が
、
そ
の
大
多
数
は
、
個
別
選
挙
の
特

徴
、
あ
る
い
は
時
代
の
変
化
に
伴
う
投
票
行
動
の
変
化
を
明
ら
か
に

す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
の
変
化
に
伴
っ
て
、

数
あ
る
投
票
行
動
の
パ
タ
ー
ン
の
内
、
各
々
の
選
挙
が
置
か
れ
た
環

境
に
よ
っ
て
特
定
の
投
票
行
動
の
パ
タ
ー
ン
が
強
く
現
れ
る
場
合
も
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あ
る
。
こ
う
し
た
投
票
行
動
の
パ
タ
ー
ン
は
、
当
該
選
挙
に
お
い
て

有
権
者
が
表
明
し
た
い
意
見
で
あ
り
、
様
々
な
投
票
行
動
に
お
け
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
、
特
定
の
投
票
行
動
が
強
く
浮
か
び
上
が
る
原

因
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
慶
君
が
本
論
文
を
執
筆

し
た
動
機
で
あ
る
。

そ
し
て
、
慶
君
は
、
欧
米
や
日
本
に
お
け
る
様
々
な
投
票
行
動
の

決
定
要
因
の
内
、
経
済
争
点
に
注
目
し
た
韓
国
に
お
け
る
投
票
行
動

を
分
析
す
る
。
特
に
、
韓
国
で
政
権
交
代
が
行
わ
れ
た
第
一
五
代
と

第
一
七
代
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
当
時
の
政
府
に
対
す
る
経
済
問

題
で
の
評
価
が
低
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
有
権
者
は
経
済
問
題
を
最
も

優
先
的
に
考
慮
し
て
い
た
。
ま
た
、
経
済
問
題
以
外
の
争
点
に
つ
い

て
は
、
選
挙
の
際
、
公
約
争
点
が
主
な
議
論
に
な
る
場
合
と
公
約
で

は
な
い
争
点
が
主
な
争
点
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
慶
君

は
、
本
論
文
で
公
約
争
点
が
議
論
の
中
心
に
な
る
選
挙
と
そ
う
で
は

な
い
選
挙
を
区
分
し
て
韓
国
有
権
者
の
投
票
行
動
に
関
す
る
分
析
を

進
め
て
い
る
。
両
争
点
を
区
分
す
る
理
由
は
、
核
心
と
な
る
争
点
が

公
約
の
争
点
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
政
党
の
影
響
力
が
異
な
る

と
判
断
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
済
問
題
を
め
ぐ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
様
々
で
あ
る
が
、

大
別
す
る
と
、
過
去
の
経
済
業
績
を
評
価
し
て
投
票
方
向
を
決
め
る

業
績
評
価
投
票
と
、
将
来
の
経
済
公
約
争
点
に
基
づ
い
て
候
補
者
ま

た
は
政
党
を
選
択
す
る
争
点
態
度
投
票
が
あ
る
。
慶
君
は
、
本
論
文

で
経
済
問
題
が
将
来
の
公
約
と
し
て
で
は
な
く
、
過
去
の
業
績
と
し

て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
韓
国
の
選
挙
の
実
状
を
考
慮
し
て
、

経
済
問
題
に
お
け
る
個
人
の
投
票
行
動
を
業
績
評
価
投
票
と
し
て
、

経
済
以
外
の
争
点
に
対
す
る
投
票
行
動
を
争
点
態
度
投
票
と
し
て
扱

っ
て
い
る
。

他
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
韓
国
に
お
い
て
も
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
投
票
方
向
を
決
め
る
重
要
な
判
断
軸
に
な
っ
て
い
る
。
特

に
、
第
一
六
代
大
統
領
選
挙
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
地
域
的
な
亀

裂
に
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

本
論
文
で
、
慶
君
は
韓
国
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
選
挙
の
状

況
に
よ
っ
て
そ
の
影
響
力
の
度
合
い
が
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
つ
ま
り
、
慶
君
は
争
点
態
度
投
票
が
強
い
選
挙
で
は
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
影
響
が
強
く
な
る
傾
向
が
あ
り
、
経
済
問
題
を
め
ぐ
る
業
績

評
価
投
票
が
強
い
選
挙
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
が
相
対
的
に
弱

く
な
る
こ
と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
さ
ら
に
本
論
文
の
各
章
に
お
け
る
各
論
の
概
要
に
つ
い

て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
慶
君
は
本
論
文
の
第
2
章
と
第

3
章
で
、
韓
国
の
特
性
と
先
行
研
究
を
ま
と
め
、
韓
国
に
お
け
る
地

域
主
義
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
得
票
率
と
政

党
支
持
率
か
ら
、
全
羅
地
域
と
慶
尚
地
域
に
お
い
て
、
各
々
、
民
主
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系
政
党
と
保
守
系
政
党
の
支
持
率
が
相
当
強
い
こ
と
と
、
そ
れ
が
地

域
主
義
の
影
響
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

地
域
主
義
投
票
が
内
包
す
る
矛
盾
点
、
つ
ま
り
強
い
投
票
傾
向
は
あ

る
が
、
韓
国
の
全
有
権
者
を
代
弁
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
矛
盾

が
存
在
す
る
た
め
、
一
般
論
に
基
づ
く
投
票
行
動
の
研
究
が
必
要
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
慶
君
は
有
権
者
の
地
域
的

亀
裂
と
ほ
ぼ
重
な
る
政
党
構
図
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
地
域
主
義

が
発
達
し
た
背
景
に
地
理
的
・
人
口
的
環
境
が
作
用
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
2
章
で
、
慶
君
は
本
論

文
に
お
け
る
実
証
分
析
の
主
な
対
象
に
な
る
第
一
四
代
か
ら
第
一
七

代
ま
で
の
大
統
領
選
挙
の
特
性
と
政
党
支
持
に
関
し
て
説
明
し
て
い

る
。
ま
た
、
第
3
章
で
は
、
韓
国
に
お
け
る
選
挙
お
よ
び
投
票
行
動

に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
、
ど
の
投
票
行
動
に
も
地
域
主
義
投

票
が
強
い
影
響
力
を
も
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
韓
国
特
殊
論
だ
け
で
は
な
い
政
治
学

的
な
一
般
論
に
基
づ
く
分
析
も
必
要
と
な
る
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
4
章
以
降
の
各
章
で
、
慶
君
は
分
析
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
理
論

と
韓
国
に
お
け
る
先
行
研
究
を
整
理
し
た
上
で
実
証
分
析
に
移
る
。

ま
ず
、
第
4
章
で
は
、
経
済
状
況
と
投
票
行
動
の
関
連
に
つ
い
て
、

マ
ク
ロ
要
因
を
用
い
た
経
済
投
票
の
研
究
と
経
済
意
識
に
基
づ
く
ミ

ク
ロ
要
因
に
よ
る
経
済
投
票
の
研
究
と
い
う
二
つ
の
潮
流
に
先
行
研

究
を
整
理
し
た
上
で
、
後
者
の
経
済
意
識
に
つ
い
て
は
、
個
人
中
心

の
投
票
と
国
家
中
心
の
投
票
の
傾
向
、
そ
し
て
回
顧
的
投
票
と
展
望

的
投
票
と
い
う
軸
に
焦
点
を
絞
っ
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
慶

君
は
、
経
済
要
因
の
内
、

G
N
I、
一
人
当
た
り
の

G
N
Iの
実
質

成
長
率
、
失
業
率
、
前
年
度
対
比
失
業
率
伸
び
率
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ

ョ
ン
、
消
費
者
物
価
指
数
、
前
年
度
対
比
消
費
者
物
価
指
数
伸
び
率
、

消
費
者
評
価
指
数
、
消
費
者
期
待
指
数
、
地
価
変
動
率
、
全
産
業
負

債
比
率
、
前
年
度
対
比
全
産
業
負
債
比
率
伸
び
率
な
ど
の
マ
ク
ロ
要

因
の
推
移
を
調
査
し
、
大
統
領
選
挙
の
前
後
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が

あ
る
か
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

次
に
、
慶
君
は
全
国
に
お
け
る
地
域
特
性
の
変
化
が
選
挙
結
果
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
各
地
域

の
特
性
と
二
大
政
党
の
得
票
率
の
関
連
を
分
析
し
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
国
会
議
員
の
小
選
挙
区
を
単
位
と
し
て
、
人
口
伸
び
率
、
六

五
歳
以
上
人
口
比
率
、
世
代
人
口
、
第
一
次
産
業
人
口
、
第
二
次
産

業
人
口
伸
び
率
、
第
三
次
産
業
人
口
伸
び
率
を
用
い
て
主
成
分
分
析

を
行
い
、

農
村
│
都
市

変
数
と

停
滞
│
活
性

変
数
と
い
う

地
域
特
性
を
析
出
し
た
。
そ
し
て
、
第
一
五
、
一
六
、
一
七
代
大
統

領
選
挙
と
第
一
六
、
一
七
代
国
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
地
域
の
得

票
率
と
上
記

農
村
│
都
市

お
よ
び

停
滞
│
活
性

と
の
関
連

を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
韓
国
な
ら
で
は
の
地
域
主
義
を
考
慮
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し
、
全
国
の
分
析
と
と
も
に
、
地
域
主
義
投
票
の
傾
向
が
強
い
①
全

羅
地
域
（
全
羅
北
道
・
全
羅
南
道
）、
②
慶
尚
地
域
（
慶
尚
北
道
・

慶
尚
南
道
）、
③
非
全
羅
非
慶
尚
地
域
に
分
け
て
分
析
を
行
っ
た
。

こ
う
し
た
マ
ク
ロ
分
析
に
続
い
て
、
慶
君
は
個
々
の
有
権
者
の
政

治
意
識
に
関
す
る
ミ
ク
ロ
分
析
も
行
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
第

一
四
代
か
ら
第
一
七
代
ま
で
の
大
統
領
選
挙
と
第
一
四
、
一
五
、
一

七
代
国
会
議
員
選
挙
を
対
象
に
、
与
党
と
第
一
野
党
の
候
補
者
を
ダ

ミ
ー
変
数
と
す
る
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
を
用
い
て
、
投
票
方

向
決
定
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
。
慶
君
の
ミ
ク
ロ
分
析
で
は
、
独
立

変
数
と
し
て
第
1
モ
デ
ル
で
社
会
的
属
性
（
年
代
、
性
別
、
学
歴
、

出
身
地
域
）
を
投
入
し
、
第
2
モ
デ
ル
で
社
会
的
属
性
に
加
え
て
政

党
支
持
を
、
第
3
モ
デ
ル
で
は
さ
ら
に
経
済
意
識
を
加
え
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
変
数
の
関
連
の
有
意
性
を
検
討
し
た
。
つ
ま
り
、
投
票
方
向

を
決
定
す
る
基
本
要
因
と
し
て
用
い
ら
れ
る
社
会
的
属
性
や
政
党
支

持
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
上
で
、
な
お
有
権
者
の
経
済
意
識
が
投
票

行
動
に
有
意
を
影
響
を
及
ぼ
す
か
否
か
を
実
証
的
に
解
明
し
た
わ
け

で
あ
る
。
な
お
、
経
済
意
識
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
備
え
ら
れ
て
い
た

第
一
四
代
と
第
一
七
代
大
統
領
選
挙
に
つ
い
て
は
、
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ

ク
回
帰
分
析
に
加
え
て
共
分
散
構
造
分
析
も
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
経
済
と
投
票
行
動
の
関
連
に
つ
い
て
の
マ
ク
ロ
分
析
お

よ
び
ミ
ク
ロ
分
析
に
続
き
、
慶
君
は
第
5
章
で
有
権
者
の
争
点
態
度

と
投
票
行
動
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
社
会

的
属
性
（
年
代
、
性
別
、
学
歴
、
出
身
地
域
）
お
よ
び
政
党
支
持
に

加
え
て
、
各
選
挙
に
お
け
る
主
要
争
点
に
関
す
る
争
点
態
度
を
投
入

し
、
与
党
と
第
一
野
党
候
補
者
の
選
択
に
対
す
る
影
響
力
を
ロ
ジ
ス

テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
お
よ
び
共
分
散
構
造
分
析
を
用
い
て
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

そ
し
て
、
慶
君
は
、
第
6
章
で
投
票
行
動
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
影
響
力
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
六
代
大
統
領

選
挙
時
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
地
域
的
亀
裂
に
代
わ
っ
て
韓
国
の
有

権
者
が
投
票
方
向
を
決
め
る
際
の
主
要
な
判
断
軸
に
な
る
と
い
う
主

張
が
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
慶
君
は
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
地
域
主
義
に
代
わ
る
新
た
な
基
準
軸
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、

選
挙
環
境
に
よ
っ
て
そ
の
影
響
が
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

つ
ま
り
、
争
点
態
度
投
票
の
傾
向
が
強
い
選
挙
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
影
響
も
強
く
、
経
済
問
題
を
め
ぐ
る
業
績
評
価
の
影
響
が
強
い
選

挙
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
が
相
対
的
に
弱
く
な
る
こ
と
を
示

し
た
。

さ
ら
に
、
慶
君
は
、
第
7
章
で
第
4
章
か
ら
第
6
章
の
分
析
で
用

い
た
全
て
の
変
数
に
加
え
て
、
第
一
六
代
大
統
領
選
挙
の
争
点
と
な

っ
た
行
政
首
都
移
転
に
関
す
る
要
因
を
加
え
て
共
分
散
構
造
分
析
を

行
っ
た
結
果
、
と
り
わ
け
、
非
全
羅
非
慶
尚
地
域
に
お
い
て
、
有
権
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者
の
経
済
意
識
や
争
点
態
度
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
の
要
因
が
投
票

行
動
に
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
地
域
主
義
で
投
票
行
動
を
説
明
し
て
き
た
従
来
の

韓
国
に
お
け
る
投
票
行
動
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
一
方
で
、
慶
君
が
指
摘
し
て
い
る
経
済
意
識
や
争
点
態
度
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
な
ど
の
変
数
を
決
定
す
る
要
因
の
一
つ
に
有
権
者
の
出
身

地
域
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
慶
君
の
分
析
は
こ
れ
ま
で
の
研
究

と
対
立
す
る
と
い
う
よ
り
、
従
来
の
研
究
を
一
層
、
深
化
さ
せ
、
地

域
か
ら
投
票
行
動
に
至
る
回
路
を
解
明
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

慶
君
は
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
第
一
四
代
か
ら
第
一
七

代
ま
で
の
大
統
領
選
挙
の
分
析
を
鳥
瞰
す
る
こ
と
で
、
韓
国
に
お
け

る
投
票
行
動
の
時
系
列
的
な
パ
タ
ー
ン
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
ま
ず

第
一
四
代
大
統
領
選
挙
で
は
、

三
党
統
合

と
い
う
広
義
の
争
点

が
重
要
な
選
択
基
準
と
な
り
、
経
済
評
価
を
肯
定
的
に
認
識
す
る
有

権
者
ほ
ど
野
党
候
補
者
を
選
択
す
る
と
い
う
欧
米
の
業
績
評
価
投
票

と
は
異
な
る
結
果
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
経
済
危
機

が
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
第
一
五
代
大
統
領
選
挙
で
は
、

I
M
F金

融
危
機
に
関
す
る
責
任
が
与
党
に
あ
る
と
思
う
か
否
か
が
有
権
者
の

投
票
行
動
を
決
定
し
、
政
権
交
代
に
ま
で
つ
な
が
っ
た
。
そ
し
て
、

民
主
系
政
党
に
よ
る
政
権
下
で
行
わ
れ
た
第
一
六
代
大
統
領
選
挙
で

は
、
北
朝
鮮
支
援
を
中
心
と
す
る
争
点
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
と
も
に

有
権
者
の
投
票
行
動
を
決
定
し
、
第
一
七
代
大
統
領
選
挙
で
は
、
当

時
の
政
権
に
よ
る
経
済
業
績
へ
の
不
満
が
強
く
、
有
権
者
の
業
績
評

価
投
票
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
景
気
向
上
感

が
低
い
有
権
者
ほ
ど
野
党
候
補
者
に
投
票
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
り
、

与
党
候
補
者
に
投
票
し
た
有
権
者
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
が
み

ら
れ
る
一
方
で
、
野
党
候
補
者
に
投
票
し
た
有
権
者
に
は
影
響
が
み

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
慶
君
は
、
韓
国
で
は
経
済
状
況
に
対
す
る

有
権
者
の
不
満
が
高
く
な
る
と
経
済
問
題
が
主
な
基
準
軸
と
な
っ
て

業
績
評
価
投
票
が
み
ら
れ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
が
相
対
的
に
弱

く
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
経
済
状
況
に

対
す
る
不
満
が
深
刻
で
な
け
れ
ば
、
他
の
争
点
が
投
票
方
向
を
決
め

る
主
要
軸
に
な
り
、
争
点
態
度
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
相
対
的
に
投
票

行
動
に
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

な
お
、
慶
君
は
非
全
羅
非
慶
尚
地
域
の
中
で
も
忠
清
地
域
（
忠
清

北
道
・
忠
清
南
道
）
と
ソ
ウ
ル
・
京
畿
地
域
（
ソ
ウ
ル
特
別
市
・
京

畿
道
）
に
お
い
て
、
異
な
る
投
票
行
動
の
傾
向
が
現
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
慶
君
に
よ
れ
ば
、
有
権
者
の
経
済
意
識
は
忠
清
地

域
よ
り
も
ソ
ウ
ル
・
京
畿
地
域
に
お
い
て
よ
り
顕
著
に
投
票
行
動
に

影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
忠
清
地
域
が
全
羅
と
慶
尚
の
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対
立
の
中
で
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
ト
を
握
る
立
場
に
あ
る
た

め
に
、
選
挙
ご
と
に
他
の
地
域
に
は
な
い
特
殊
な
選
挙
環
境
が
形
成

さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、
第
一
四
代
大
統

領
選
挙
で
は
忠
清
地
域
を
基
盤
と
す
る
政
党
が
三
党
統
合
の
一
つ
に

な
り
、
第
一
五
代
大
統
領
選
挙
で
は
忠
清
地
域
を
基
盤
と
す
る
政
党

が
当
時
の
第
一
野
党
と
連
合
し
た
り
、
第
一
六
代
大
統
領
選
挙
で
は

忠
清
地
域
へ
の
行
政
首
都
移
転
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

ソ
ウ
ル
市
・
京
畿
地
域
に
比
べ
て
忠
清
地
域
の
有
権
者
は
、
地
元
利

益
を
追
求
す
る
地
元
利
益
投
票
の
傾
向
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
な
る

と
慶
君
は
指
摘
し
て
い
る
。

三

本
論
文
の
評
価

本
論
文
が
従
来
の
政
治
学
に
与
え
る
貢
献
お
よ
び
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ

ィ
と
し
て
、
下
記
の
点
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
本
論
文
は
、
欧
米
や
日
本
な
ど
他
国
と
比
較
可
能
な
分

析
枠
組
み
を
用
い
て
韓
国
の
投
票
行
動
を
実
証
的
に
解
明
し
た
も
の

で
あ
る
。
慶
君
が
、
こ
う
し
た
手
法
を
用
い
た
背
景
に
は
、
従
来
、

韓
国
に
お
け
る
投
票
行
動
研
究
が
韓
国
特
有
の
地
域
主
義
を
中
心
に

説
明
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
地
域
主
義
以
外
の
争
点

態
度
や
業
績
評
価
な
ど
欧
米
や
日
本
の
投
票
行
動
と
比
較
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
り
、
欧
米
の
政
治
学
で
も
韓
国
特
殊
論
の
風
潮
が
み
ら

れ
た
。
ま
た
、
非
全
羅
非
慶
尚
地
域
生
ま
れ
非
全
羅
非
慶
尚
育
ち
の

第
二
世
代
・
第
三
世
代
が
増
え
た
こ
と
や
、
三
金
時
代
が
終
焉
し
て

忠
清
地
域
を
代
表
す
る
主
要
政
党
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
従
来

の
地
域
主
義
だ
け
で
は
韓
国
の
投
票
行
動
を
説
明
し
き
れ
な
く
な
っ

て
来
た
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
慶
君
は
本
論
文
に
お
い
て
、
地
域
主
義
を
否
定
す

る
の
で
は
な
く
、
欧
米
や
日
本
に
お
け
る
投
票
行
動
研
究
で
用
い
ら

れ
て
い
る
様
々
な
独
立
変
数
に
地
域
主
義
を
加
え
て
分
析
す
る
こ
と

で
、
地
域
主
義
を
含
め
た
各
々
の
独
立
変
数
が
投
票
行
動
に
与
え
る

影
響
力
を
比
較
し
て
い
る
。
特
に
、
経
済
状
況
と
投
票
行
動
の
関
連

の
分
析
に
際
し
て
は
、
マ
ク
ロ
分
析
と
ミ
ク
ロ
分
析
の
双
方
を
全
国

と
地
域
別
に
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
投
票
行
動
に
関
す
る
グ
ロ

ー
バ
ル
な
分
析
枠
組
み
の
中
で
韓
国
の
投
票
行
動
を
捉
え
る
と
い
う

慶
君
の
試
み
は
、
韓
国
に
お
け
る
投
票
行
動
研
究
に
大
き
な
一
石
を

投
じ
る
も
の
と
し
て
、
韓
国
政
治
学
会
や
韓
国
選
挙
学
会
で
も
高
く

評
価
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
従
来
の
韓
国
に
お
け
る
投
票
行
動
研
究
で
は
、
独
立
変

数
で
あ
る
出
身
地
域
か
ら
従
属
変
数
で
あ
る
投
票
行
動
に
至
る
経
路

が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
選
挙
を
通
じ
て
韓

国
の
有
権
者
の
民
意
が
反
映
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
必

ず
し
も
実
証
的
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
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て
、
慶
君
は
本
論
文
の
中
で
、
共
分
散
構
造
分
析
を
用
い
て
独
立
変

数
と
従
属
変
数
の
関
係
だ
け
で
な
く
独
立
変
数
同
士
の
間
の
関
係
を

解
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
析
は
、
韓
国
で
も
申
命
淳
・
延
世
大

学
教
授
や
陳
英
宰
・
同
大
学
教
授
、
朴
賛
郁
・
ソ
ウ
ル
国
立
大
学
教

授
な
ど
限
ら
れ
た
著
名
な
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
り
、
母
校
で
教
員
生
活
を
始
め
た
ば
か
り
の
慶
君
が
そ
の
レ
ベ
ル

に
達
し
て
い
る
こ
と
は
、
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

第
三
に
、
慶
君
が
韓
国
の
投
票
行
動
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
析
枠
組

み
で
解
明
し
た
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
欧
米
や
日
本
に
お
け
る
投
票

行
動
研
究
が
無
自
覚
的
に
内
包
し
て
い
た
欧
米
や
日
本
の
投
票
行
動

の
特
殊
性
が
顕
在
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
従
来
、
欧

米
や
日
本
で
は
投
票
行
動
の
決
定
要
因
を
有
権
者
の
意
識
に
還
元
し

て
分
析
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
き
た
が
、
慶
君
に
よ
る
韓
国
の
投
票

行
動
研
究
の
結
果
、
そ
う
し
た
有
権
者
意
識
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て

も
な
お
、
各
地
域
に
お
け
る
歴
史
や
文
化
が
人
間
の
行
動
を
規
定
す

る
要
素
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
慶
君
に
よ
る
本
論
文
は
、
今
後
、
欧
米
や
日
本
に
お
け
る

投
票
行
動
研
究
が
、
韓
国
の
投
票
行
動
を
も
内
包
で
き
る
よ
り
大
き

な
メ
タ
な
分
析
枠
組
み
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を

指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、
韓
国
の
投
票
行
動
研
究
か
ら
欧
米
や
日
本

の
投
票
行
動
研
究
へ
の
大
き
な
貢
献
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
。こ

れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
文
は
従
来
の
研
究
に
対
し
て
大

き
な
貢
献
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
今
後
の
課
題
と
し

て
、
研
究
し
て
い
く
べ
き
論
点
が
幾
つ
か
存
在
す
る
。

第
一
に
、
投
票
行
動
に
関
す
る
分
析
枠
組
み
は
、
大
別
し
て
有
権

者
の
政
治
意
識
以
外
に
、
政
策
要
因
や
政
党
要
因
、
候
補
者
要
因
の

影
響
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
慶
君
は
、
本
論
文
の
中
で
政
策
要
因

と
政
党
要
因
を
扱
っ
て
い
る
が
、
分
析
に
用
い
た
韓
国
に
お
け
る
既

存
の
調
査
デ
ー
タ
の
制
約
か
ら
候
補
者
要
因
に
つ
い
て
は
言
及
し
て

い
な
い
た
め
、
今
後
、
こ
の
候
補
者
要
因
に
関
す
る
分
析
を
行
う
必

要
が
あ
る
。

第
二
に
、
慶
君
が
本
論
文
で
行
っ
た
分
析
の
一
つ
で
あ
る
投
票
行

動
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
関
連
に
は
、
世
代
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る

が
、
従
来
の
韓
国
の
投
票
行
動
で
は
長
期
間
に
わ
た
る
有
権
者
の
投

票
行
動
の
変
化
を
測
定
す
る
パ
ネ
ル
調
査
が
ま
だ
実
施
さ
れ
て
い
な

い
た
め
に
、

加
齢
効
果

と

世
代
効
果

を
弁
別
し
た
分
析
が

行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
本
論
文
も
同
様
の
限
界
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
大
規
模
な
全
国
レ
ベ
ル
で

の
調
査
や
膨
大
な
デ
ー
タ
分
析
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、

若
手
政
治
学
者
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
の
慶
君
が
今
後
の
研

究
者
人
生
を
か
け
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
り
、
本
論
文
が
も
つ
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価
値
を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
本
論
文
の
審
査
員
一

同
は
、
一
致
し
て
本
論
文
が
博
士
号
（
法
学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
判
断
す
る
。

平
成
二
二
年
二
月
一
六
日

主
査

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
・
法
学
博
士

小
林

良
彰

副
査

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
・
法
学
博
士

小
此
木
政
夫

副
査

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法

学

研

究

科

委

員

片
山

善
博

Y
・

A
・
シ
ュ
ラ
ト
フ
（Y

arosla
v
A
le
k‑

sa
n
dro

vic
h

S
h
ulato

v

）

君
学
位
請
求

論
文
審
査
報
告

は
じ
め
に

シ
ュ
ラ
ト
フ
君
が
博
士
学
位
請
求
の
た
め
に
提
出
し
た
論
文
は

日
露
戦
争
後
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
に
か
け
て
の
日
露
関
係
（
一

九
〇
五
│
一
九
一
四
）

と
題
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
日

露
関
係
史
を
対
象
と
し
た
研
究
は
、
ロ
シ
ア
国
内
の
諸
党
派
の
外
交

政
策
を
め
ぐ
る
対
抗
を
主
題
と
し
た
も
の
（

I・

V・
ベ
ス
ト
ゥ
ー

ジ
ェ
フ
）
や
、
極
東
の
国
際
関
係
を
扱
う
も
の
（

S・

S・
グ
リ
ゴ

リ
ツ
ェ
ー
ヴ
ッ
チ
）、
あ
る
い
は
日
本
の
大
陸
政
策
を
め
ぐ
る
も
の

（
北
岡
伸
一
、
小
林
道
彦
、

T・
マ
ツ
サ
カ
）
な
ど
、
周
辺
領
域
を

対
象
と
す
る
研
究
を
除
け
ば
、
日
本
で
も
ロ
シ
ア
で
も
多
い
と
は
言

え
な
い
。
し
か
も
双
方
の
研
究
は
、
同
時
期
の
関
係
に
つ
い
て
き
わ

め
て
対
照
的
な
解
釈
を
示
し
て
き
た
。
ロ
シ
ア
側
で
は
日
露
（
ソ
）

外
交
関
係
史
研
究
の
重
鎮
レ
オ
ニ
ー
ド
=
ク
タ
コ
フ
の
概
説
書

ロ

シ
ア
と
日
本

（
ナ
ウ
カ
‥
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
八
八
）
が
示
す
ご
と

く
、
両
国
関
係
が
同
時
期
に
敵
対
か
ら
協
調
へ
と
転
換
し
た
の
は
、

ロ
シ
ア
の
ツ
ァ
ー
リ
政
府
が
日
本
側
の
圧
力
に
屈
し
た
結
果
で
あ
る
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