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学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

高
鳥
ト
シ
子
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
目
「
法
の
世
界
に
お
け
る
人
間
の
精
神
作
用
の
取
り
上
げ

　
　
　
　
　
方
」

　
　
　
1
主
論
文
（
総
論
）

　
　
　
　
　
ω
国
際
民
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
の
意
思
の
働
ぎ

　
　
　
　
　
⑧
人
間
の
精
神
作
用
を
中
心
と
し
て
み
た
法
律
事
実
論

　
　
　
2
副
論
文
（
各
論
）

　
　
　
　
　
ω
国
際
私
法
規
定
の
在
り
方
ー
「
有
体
動
産
の
国
際

　
　
　
　
　
　
的
性
質
を
有
す
る
売
買
」
に
関
す
る
国
際
私
法
統
一

　
　
　
　
　
　
条
約
案
を
め
ぐ
つ
て

　
　
　
　
　
　
ー
〔
慶
鷹
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
文
集
（
法
学
部
）
第
一
部
〕

　
　
　
　
　
⑧
国
際
私
法
上
の
性
質
決
定
（
久
保
岩
太
郎
先
生
還
暦
記
念

　
　
　
　
　
　
論
文
集
「
国
際
私
法
の
基
本
間
題
」
）

　
　
　
　
　
⑬
代
理
意
思
に
つ
い
て
（
法
学
研
究
三
四
巻
四
号
）

　
　
　
　
　
ω
動
機
の
錯
誤

学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
本
研
究
は
、
全
体
と
し
て
「
法
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唱
一
二
　
　
　
（
四
六
四
）

に
お
け
る
人
間
の
精
神
作
用
の
取
り
上
げ
方
」
と
題
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

内
容
は
、
主
論
文
た
る
上
掲
の
二
論
稿
を
総
論
と
し
て
、
こ
れ
に
副
論
文
た
る

上
掲
の
四
論
稿
を
各
論
と
し
て
組
み
合
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
論
者
は
、
人
間
の
精
神
作
用
の
取
り
上
げ
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
の
本
質
的

性
格
を
決
定
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
の
一
般
的
理
解
に
立
脚
し
て
、
「
従
来
法

の
世
界
に
お
い
て
は
、
人
間
の
精
神
作
用
、
な
か
ん
ず
く
意
思
に
つ
い
て
無
批

判
的
に
心
理
学
的
な
意
思
を
想
定
し
た
り
、
或
い
は
反
対
に
、
あ
ま
り
に
抽
象

化
し
た
法
学
に
の
み
通
用
す
る
よ
う
な
意
思
を
対
象
に
し
て
は
い
な
か
つ
た

か
」
と
い
う
疑
問
を
提
起
し
、
「
意
思
す
な
わ
ち
人
間
の
精
神
作
用
は
、
法
の

世
界
で
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
ど
の
よ
う
な
方
法
で
把
握
さ
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
」
の
問
題
を
究
明
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
論
者
は
、
一
方
で
、
心
理
学
的
な
生
ま
の
意
思
は
法
の
世
界
に
お
け
る
外
か

ら
の
問
接
的
な
把
握
の
方
法
に
な
じ
ま
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
、
他
方
で
、
ま
た

全
く
外
形
的
な
事
実
に
よ
つ
て
擬
制
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
意
思
で
は
．
い
か
に

法
学
上
取
り
上
げ
る
に
せ
よ
意
思
の
本
体
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
と
考
え

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
発
想
の
下
に
、
本
研
究
は
、
法
の
世
界
に
お
け

る
人
間
の
精
神
作
用
と
取
り
上
げ
方
に
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
精
神
作
用
は
、
実
定
法
規
と
の
関
連
で
種
々
の
点
か
ら

こ
れ
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
問
題
の
在
り
場
所
を
探
る
の
が
、
本
研

究
の
総
論
の
部
分
で
あ
り
、
つ
い
で
各
論
の
部
分
で
は
、
そ
の
問
題
点
の
い
く

つ
か
を
具
体
的
に
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
人
間
の
精
神
作
用
は
、

広
く
す
べ
て
の
法
領
域
で
取
り
上
げ
ら
れ
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
著
者
は
、

そ
の
専
攻
と
す
る
領
域
1
す
な
わ
ち
国
際
私
法
お
よ
び
民
法
の
領
域
i
で



問
題
を
検
討
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
本
研
究
が
、
総
論
お
よ
び
各
論
の
両
者

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
国
際
私
法
お
よ
び
民
法
の
研
究
を
含
ん
で
い
る
の
は
、

そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
本
研
究
の
要
点
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
e
　
国
際
私
法
編

　
㈹
　
国
際
民
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
の
意
思
の
働
き
1
国
際
民
事
訴
訟

を
め
ぐ
つ
て
、
当
事
者
の
意
思
は
、
訴
訟
の
開
始
お
よ
び
終
結
・
訴
訟
物
の
提

示
・
訴
訟
資
料
の
提
出
な
ど
、
訴
訟
の
過
程
の
各
面
に
お
い
て
関
与
す
る
の
で

あ
る
が
、
論
者
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
四
つ
の
問
題
を
指
摘
す
る
。

　
す
な
わ
ち
、
①
当
事
者
の
意
思
に
よ
つ
て
訴
訟
物
は
ど
の
よ
う
な
形
で
提

示
さ
れ
る
の
か
、
②
裁
判
所
が
法
例
を
適
用
し
て
法
判
断
を
下
す
に
は
、
渉

外
私
法
事
件
で
あ
る
旨
の
当
事
者
の
主
張
・
立
証
を
要
す
る
か
。
③
　
訴
訟
資

料
の
提
出
に
関
し
て
は
、
準
拠
実
質
法
決
定
の
た
め
の
要
件
事
実
で
あ
る
連
結

点
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
の
主
張
・
立
証
を
要
す
る
の
か
、
④
準
拠
外
国
法

の
存
在
・
内
容
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
主
張
・
立
証
を
要
す
る
か
。

　
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
、
論
者
は
、
判
例
・
学
説
を
検
討
し
た
後
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
問
題
解
決
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。
i
①
　
当
事
者
は
、
自
己
の
本

案
の
主
張
を
、
特
定
の
実
質
法
を
示
し
て
そ
の
上
で
の
権
利
も
し
く
は
法
律
関

係
の
存
否
の
主
張
の
形
で
な
す
必
要
は
な
い
。
訴
訟
物
の
法
的
構
成
は
裁
判
所

の
仕
事
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
当
事
者
の
生
ま
の
意
思
が
そ
の
ま
ま
訴
訟
物

を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
②
上
述
の
よ
う
に
事
件
の
性
質
決
定
は
裁
判

所
の
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
は
、
渉
外
私
法
事
件
で
あ
る
旨
の
、
し
た
が

つ
て
特
定
の
実
質
法
（
或
る
場
合
に
は
外
国
法
）
の
適
用
を
主
張
す
る
必
要
は

　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

な
い
。
裁
判
所
は
、
事
実
に
も
と
づ
い
て
事
件
の
性
質
決
走
を
行
わ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
．
③
　
そ
こ
で
裁
判
所
と
し
て
は
、
そ
の
基
礎
と
な
る
事
実
に
つ
い

て
ー
い
い
か
え
れ
ぽ
、
渉
外
私
法
事
件
で
あ
る
か
否
か
を
示
す
点
、
す
な
わ

ち
連
結
点
を
構
成
す
る
事
実
に
つ
い
て
ー
当
事
者
の
主
張
を
ま
た
ず
に
問
題

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
つ
と
も
、
問
題
と
な
る
事
実
の
立
証
は
、
当
事
者

に
委
ね
ら
れ
る
。
④
　
準
拠
法
i
そ
れ
が
外
国
法
で
あ
る
に
せ
よ
ー
の
適

用
は
裁
判
所
の
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
主
張
・
立
証
が
な
く
と
も
、
裁

判
所
は
、
そ
の
存
在
・
内
容
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

す
べ
て
の
外
国
法
に
通
ず
る
こ
と
を
裁
判
所
に
要
求
す
る
の
は
酷
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
存
在
・
内
容
に
証
明
を
要
す
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
証

明
さ
れ
え
な
い
と
ぎ
に
も
、
法
判
断
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
総
論
的
考
察
に
論
者
は
、
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
各
論
的

考
察
を
附
加
す
る
。

　
⑧
　
国
際
私
法
規
定
の
在
り
方
1
こ
の
部
分
は
、
直
接
に
は
ハ
ー
グ
国
際

私
法
会
議
で
作
成
さ
れ
た
「
有
体
動
産
の
国
際
的
性
質
を
有
す
る
売
買
」
お
よ

び
「
所
有
権
の
移
転
」
に
つ
い
て
の
国
際
私
法
統
一
条
約
案
の
検
討
を
目
的
と

し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
条
約
案
の
成
立
過
程
で
、
条
約
案
に
使
用

さ
れ
る
概
念
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
各
国
の
意
見
の
相
違
か
ら
生
ず
る
困
難
を

さ
け
る
た
め
に
、
具
体
的
指
定
規
定
ー
つ
ま
り
具
体
的
な
場
合
を
想
定
し

て
、
こ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
・
事
実
的
な
内
容
を
も
つ
た
規
定
を
お
く
と
い
う

態
度
が
と
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
論
者
は
、
も
し
具
体
的
指
定
規
定
の
形
で
法
が

形
成
さ
れ
た
と
ぎ
に
、
原
告
の
本
案
の
主
張
が
一
定
の
申
立
と
事
実
の
開
示
で

足
り
る
と
す
る
と
、
規
定
の
固
有
の
解
釈
の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
一
二
　
　
　
　
（
…
四
山
ハ
五
）



　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

ゆ
る
法
律
関
係
の
性
質
決
定
の
問
題
は
消
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
．
と
い
う
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

　
⑥
　
国
際
私
法
上
の
性
質
決
定
－
渉
外
的
な
法
律
問
題
の
解
決
の
過
程
に

お
い
て
は
、
衡
突
法
と
実
質
法
と
い
う
二
つ
の
異
な
つ
た
段
階
が
あ
り
、
そ
こ

に
二
つ
の
性
質
決
定
が
論
ぜ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
二
つ
の
性
質

決
定
を
通
し
て
そ
の
中
心
に
は
一
つ
の
実
体
が
存
す
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
実

体
に
即
し
て
考
え
る
こ
と
が
問
題
解
決
の
た
め
に
合
理
的
な
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
こ
の
部
分
の
主
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
実
体
を
提
出
す
べ
き

も
の
は
当
事
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
性
質
決
定
す
る
の
は
裁
判
所
で
あ
る
。
論
者

は
、
そ
こ
に
当
事
者
の
意
思
と
法
す
な
わ
ち
事
件
の
法
的
把
握
と
の
交
錯
が
生

ず
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
⇔
　
民
法
編

　
㈹
　
人
間
の
精
神
作
用
を
中
心
と
し
て
み
た
法
律
事
実
論
－
民
法
の
領
域

に
お
い
て
、
論
者
は
、
人
間
の
精
神
作
用
一
般
を
考
察
す
る
こ
と
を
も
つ
て
総

論
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
法
律
事
実
と
し
て
の
人
間
の
精
神
作
用

が
ど
の
よ
う
に
し
て
把
握
さ
れ
る
か
を
考
え
、
こ
れ
を
対
象
と
す
る
民
法
の
諸

規
定
を
検
討
し
た
上
で
、
け
つ
き
よ
く
人
間
の
内
心
的
作
用
の
表
現
が
目
的
と

さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
つ
て
、
意
思
表
示
お
よ
び
表
現
行
為
と
、
非
表
現
行

為
お
よ
び
内
部
的
容
態
と
の
二
種
に
分
類
す
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
人
問
の
精
神
作
用
が
、
民
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
の
問
題
に
す
す
ん
で
、
論
者
は
、

意
思
表
示
お
よ
び
表
現
行
為
に
つ
い
て
は
、
入
間
の
精
神
作
用
は
内
心
に
と
ど

ま
ら
ず
外
部
に
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒
一
四
　
　
　
　
（
四
六
六
）

た
が
つ
て
表
示
を
通
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
非
表
現

行
為
お
よ
び
内
部
的
容
態
に
つ
い
て
は
、
本
来
は
人
間
の
内
心
の
作
用
の
問
題

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
法
的
に
間
題
と
す
る
か
ぎ
り
外
部
か
ら
把
握
さ
れ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
や
は
り
そ
れ
を
推
測
せ
し
め
る
外
的
な
事
実
を
通
し
て
把

握
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
か
く
し
て
、
論
者
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
人
間
の
精
神
作
用
は
、
法
的
な
も

の
と
し
て
把
握
の
対
象
と
な
る
か
ぎ
り
、
内
心
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
な
く
、

表
示
な
い
し
外
的
事
実
に
よ
つ
て
の
み
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
一
種
の
変
質
が
生
ず
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る
の

で
あ
る
。

　
⑧
　
代
理
意
思
に
つ
い
て
ー
こ
の
部
分
は
、
代
理
の
法
律
関
係
に
お
け
る

代
理
意
思
の
把
握
の
仕
方
を
、
民
法
お
よ
び
商
法
に
つ
い
て
比
較
検
討
す
る
も

の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
代
理
の
法
律
関
係
の
構
成
に
つ
い
て
民
法
と
商
法

と
で
は
か
な
り
異
な
つ
て
お
り
．
民
法
に
い
わ
ゆ
る
顕
名
主
義
の
原
則
が
認
め

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
商
法
五
〇
四
条
は
む
し
ろ
非
顕
名
主
義
を
示
す
も
の

と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
明
示
も
し
く
は
黙
示
の
代
理
意
思
の
表
示
が
な
い
場
合
に
は
、
民

法
上
は
、
代
理
意
思
の
存
在
を
相
手
方
が
知
る
か
、
ま
た
は
知
り
う
べ
き
と
き

に
の
み
代
理
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
商
法
上
は
、
代
理
意
思
の

存
在
が
前
提
と
な
つ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
こ
と
と
な

る
。
そ
こ
に
、
論
者
は
、
法
に
お
け
る
意
思
と
い
う
も
の
の
把
握
の
仕
方
に
や

は
り
特
徴
の
存
す
る
こ
と
を
発
見
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
⑥
　
動
機
の
錯
誤
ー
こ
の
部
分
は
、
錯
誤
理
論
に
お
け
る
意
思
の
把
握
の



仕
方
を
対
象
と
す
る
．
従
来
の
通
説
は
、
錯
誤
を
内
心
的
効
果
意
思
と
表
示
上

の
効
果
意
思
と
の
不
一
致
に
求
め
、
し
た
が
つ
て
内
心
的
効
果
意
思
決
定
前
の

段
階
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
動
機
の
錯
誤
は
、
原
則
と
し
て
民
法
九
五
条
の
錯
誤

に
入
ら
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
論
者
は
、
意
思
表
示
に

法
律
上
の
効
果
の
与
え
ら
れ
る
基
礎
は
表
示
上
の
効
果
意
思
に
あ
る
の
だ
か

ら
、
内
心
の
意
思
に
つ
い
て
ま
で
効
果
意
思
と
し
て
構
成
す
る
必
要
は
な
く
、

し
た
が
つ
て
内
心
の
意
思
と
そ
の
意
思
決
定
前
の
動
機
と
を
分
別
す
る
の
は
無

意
味
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
つ
て
亦
、
動
機
の
錯
誤
を
一
般
に
錯
誤
の
問
題
か

ら
除
外
す
る
理
由
は
な
く
、
要
す
る
に
、
動
機
と
内
心
の
意
思
と
を
統
一
し
た

真
意
と
表
示
と
の
不
一
致
が
錯
誤
の
問
題
と
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
主
張
し

て
い
る
。

こ
の
点
に
本
研
究
の
意
義
と
価
値
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
．

　
論
述
は
必
ず
し
も
彪
大
、
詳
細
な
も
の
で
は
な
く
、
欲
を
い
え
ば
な
お
論
及

す
べ
き
問
題
点
も
な
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
主
題
を
め
ぐ
る
論
旨
の
展
開
は
十

分
に
吟
味
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に
国
際
私
法
お
よ
び
民
法
に
関
す
る
論
者
の

学
殖
の
深
さ
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
よ
つ
て
、
本
研
究
を
通
じ
て
示
さ
れ
た

論
者
の
学
力
は
法
学
博
士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
受
く
る
に
相
当
な
も

の
と
認
め
る
．

　
昭
和
四
十
一
年
二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
主
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
　
法
学
博
士
　
小
池
　
隆
一

　
　
　
　
　
　
　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
　
法
学
博
士
　
今
泉
孝
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
副
査
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
法
学
博
士
田
中
　
実

　
以
上
の
要
約
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
論
者
は
、
国
際
私
法
お
よ
び
民
法
の

領
域
に
お
い
て
、
人
間
の
精
神
作
用
と
り
わ
け
意
思
が
い
か
に
把
握
さ
れ
る
か

の
問
題
を
、
国
際
的
民
事
訴
訟
・
代
理
意
思
・
動
機
の
錯
誤
な
ど
を
中
心
と
し

つ
つ
考
察
し
、
け
つ
き
よ
く
、
法
の
世
界
に
お
け
る
意
思
は
、
心
理
学
的
な
生

ま
の
意
思
で
は
な
く
、
ま
た
概
念
化
さ
れ
た
抽
象
的
な
意
思
で
も
な
く
、
当
事

老
の
具
体
的
な
表
示
行
為
そ
の
他
の
事
実
を
通
じ
て
推
断
さ
れ
、
形
成
さ
れ
る

意
思
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
論
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
近
時
の
法
学
界
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
表
示
主
義
の

主
張
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
必
ず
し
も
論
者
独
自
の
新
説
と
み
る

こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
従
来
あ
ま
り
に
も
不
用
意
か
つ
無
批
判
的
に
構

成
さ
れ
て
ぎ
た
意
思
表
示
理
論
に
新
し
い
照
明
を
投
げ
か
け
た
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
学
位
講
求
論
文
審
査
要
旨

一
五

（
四
六
七
）


