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特別記事

伊
藤
高
史
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
伊
藤
高
史
君
が
こ
の
た
び
博
士
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
し
た

論
文
の
題
名
は
、
『
差
別
的
表
現
の
自
主
規
制
と
表
現
の
自
由
ー

表
現
の
自
由
へ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
目
指
し
て
ー
』
で
あ
り
、

全
9
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
審
査
報
告
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

5
．

4
．

3
．

2
．

1
．

本
論
文
の
構
成

本
論
文
の
間
題
意
識

本
論
文
の
内
容
要
旨

本
論
文
の
評
価
と
課
題

結
　
論

1
　
本
論
文
の
構
成

　
伊
藤
高
史
君
提
出
の
学
位
請
求
論
文
『
差
別
的
表
現
の
自
主
規
制

と
表
現
の
自
由
－
表
現
の
自
由
へ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
目
指

し
て
ー
』

　
序
　
章

　
第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

第
7
章

第
8
章

2

の
論
文
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

表
現
の
自
由
に
対
す
る
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
目
指
し
て

差
別
的
表
現
規
制
と
表
現
の
自
由
の
「
共
和
主
義
的
」
理
解

に
つ
い
て

公
的
な
る
領
域
と
し
て
の
思
想
の
市
場
と
管
理
社
会
論

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
研
究
・
知
識
社
会
学
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究

イ
デ
オ
ロ
ギ
i
研
究
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
研
究

事
例
研
究
日
筒
井
康
隆
「
無
人
警
察
」
論
争

i
表
現
の
自
由
の
空
洞
化

事
例
研
究
一
『
ち
び
く
ろ
サ
ン
ボ
』
の
絶
版

－
表
現
の
自
由
の
揺
ら
ぎ

人
間
の
複
数
性
と
表
現
の
自
由

表
現
の
自
由
の
保
守
的
な
価
値
と
そ
の
今
日
的
意
義

本
論
文
の
問
題
意
識

　
表
現
の
自
由
は
従
来
、
主
に
法
学
的
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
表
現
の
自
由
が
社
会
統
治
の
基
礎
に
あ
る
以
上
、
単
に
法

学
的
観
点
か
ら
の
み
、
も
し
く
は
法
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
論
じ

る
こ
れ
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
必
ず
し
も
包
括
的
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
政
治
学
」
も
し
く
は
「
社
会
学
」
的
な
ア
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

ロ
ー
チ
を
加
え
る
必
要
を
論
者
は
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
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①
表
現
の
自
由
の
論
理
に
内
在
的
な
理
由
と
、
ω
現
象
的
な
理
由
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
表
現
の
自
由
の
論
理
に
内
在
す
る
理
由
は
次
の
点
に
あ

る
。
表
現
の
自
由
の
正
当
性
の
根
拠
に
対
し
て
は
、
思
想
の
自
由
市

場
論
や
民
主
主
義
的
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
と
い
う
機
能
が
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
表
現
の
自
由
を
他
の
自
由
よ
り
も
高
次

の
自
由
と
し
て
捉
え
る
見
方
が
あ
る
。
こ
う
し
た
論
理
は
法
的
な
意

味
で
の
自
由
を
主
張
す
る
と
き
に
使
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、

実
際
に
、
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
人
々

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
総
体
と
し
て
の
「
思
想
の
市
場
」
が
、

社
会
秩
序
の
基
礎
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
保
障
す
る
論
理
と
し
て
の
「
表
現
の
自
由
」
の
あ
り

方
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
法
的
意
味
を
超
え
て
社
会
秩
序
一
般

の
あ
り
方
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
「
『
思
想
の
市
場
』
に
関
わ
る
間
題
、
す
な
わ
ち
自
主
規
制

を
含
め
て
表
現
の
規
制
に
関
わ
る
間
題
は
す
べ
て
、
政
治
学
的
、
ま

た
は
社
会
学
的
な
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
」
る
こ
と
が
出
来
る
と
論

者
は
主
張
す
る
。

　
第
二
に
、
現
象
的
な
理
由
と
は
次
の
点
で
あ
る
。
近
年
、
我
国
に

お
い
て
表
現
と
の
関
わ
り
で
間
題
に
な
っ
た
事
例
を
見
る
と
、
公
権

力
に
よ
っ
て
表
現
が
抑
圧
さ
れ
る
事
例
よ
り
も
、
私
人
か
ら
規
制
が

求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
社
会
的
な
注
目
を
集
め
る
と
い
う
事
例
が
目
立

っ
て
い
る
。
「
こ
れ
は
主
に
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
自
主
規
制
の
間
題
で

あ
り
、
公
権
力
に
よ
る
規
制
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
る
法
学
的
な

表
現
の
自
由
論
の
枠
組
み
で
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
現
象
で

あ
る
と
論
者
は
主
張
す
る
。

3

本
論
文
の
内
容
要
旨

　
本
論
の
全
体
的
な
構
成
は
、
大
き
く
二
つ
の
パ
ー
ト
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
1
章
か
ら
第
4
章
ま
で
は
、
主
に
理
論
的
な
考
察

が
主
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
表
現
の
自
由
を
、
法
学
で
は
な
く
政
治

学
や
社
会
学
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
の
意
義
や
方
法
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
を
広
く
渉
猟
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
次
に
第
5
章
以
下

は
、
表
現
の
自
由
と
差
別
的
表
現
の
社
会
的
規
制
の
間
題
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
、
表
現
の
自
由
が
置
か
れ
た
今
日
的
な
状

況
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
第
1
章
で
は
、
公
権
力
に
よ
ら
な
い
表
現
の
規
制
の
間
題
が
、
こ

れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
問
題
設
定
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
来
た
の
か
考
察

し
、
今
日
の
差
別
的
表
現
に
関
す
る
間
題
が
従
来
の
間
題
設
定
で
は

論
じ
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
今
日
の

差
別
的
表
現
の
規
制
の
間
題
が
、
表
現
の
自
由
の
論
理
に
対
し
て
持
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つ
イ
ン
パ
ク
ト
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
「
自
由
」
の
概
念
に
つ
い

て
の
再
考
察
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
歴
史
的
に
み
れ
ば
、

「
表
現
の
自
由
」
と
言
う
場
合
の
「
自
由
」
と
は
、
消
極
的
自
由
と

し
て
よ
り
も
、
「
積
極
的
自
由
」
と
し
て
理
解
し
て
き
た
「
共
和
主

義
的
」
な
理
解
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
共
和

主
義
的
な
自
由
の
理
解
に
立
つ
と
き
、
あ
る
表
現
を
「
差
別
的
」
で

あ
る
と
し
て
告
発
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
異

議
申
立
の
試
み
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
と
し
て
い
る
。

　
第
2
章
で
は
、
差
別
的
表
現
の
社
会
的
規
制
の
問
題
が
、
表
現
の

自
由
の
論
理
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
の
か
考

察
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
「
公
的
領
域
」
や
「
公
共
圏
」
と

い
う
用
語
を
用
い
て
表
現
の
自
由
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
表
現
の

自
由
の
社
会
的
規
制
、
す
な
わ
ち
公
権
力
に
よ
ら
な
い
規
制
の
問
題

を
、
社
会
の
大
衆
化
に
と
も
な
う
管
理
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　
第
3
章
で
は
、
第
2
章
で
記
さ
れ
た
本
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
論
、
知
識
社
会
学
と
の
関
連
で
位
置
づ
け
、
そ
の
意
義

と
方
法
の
妥
当
性
を
確
認
し
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
（
ζ
。
閃
2
8
三
け
）

が
展
開
し
た
「
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
の
理
論
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
て

い
る
。

　
第
4
章
で
は
、
第
3
章
で
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
を
、
「
カ
ル
チ
ュ

ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ズ
」
学
派
に
対
す
る
批
判
的
評
価
を
通
し
て
考
察

し
、
論
者
の
依
拠
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
義
を
再
度
論
じ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ズ
が
積
極
的
に
評
価
し
た

後
期
の
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
（
ご
≧
9
仁
ω
ω
R
）
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論

で
は
な
く
、
前
期
の
テ
ク
ス
ト
読
解
の
理
論
の
中
に
、
社
会
に
お
け

る
知
識
と
社
会
秩
序
の
問
題
を
解
明
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
意
義
深

い
示
唆
が
な
さ
れ
て
い
る
と
論
者
は
主
張
す
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る

べ
き
は
、
「
間
題
設
定
」
と
い
う
言
葉
を
通
じ
て
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル

が
述
べ
た
、
そ
も
そ
も
何
が
問
題
で
あ
り
、
何
が
間
題
で
な
い
か
を

定
義
す
る
認
識
の
力
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
第
5
章
で
は
、
一
九
九
三
年
に
起
き
た
、
筒
井
康
隆
の
短
編
小
説

「
無
人
警
察
」
の
教
科
書
掲
載
に
対
す
る
抗
議
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る

論
争
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
論
争
で
は
、
「
表
現
の
自
由
」
と
い

う
言
葉
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
か
え
っ
て
そ
の
た
め
に
、

差
別
的
表
現
に
対
す
る
批
判
が
も
た
ら
し
う
る
、
表
現
の
自
由
に
対

す
る
本
来
的
な
問
題
提
起
が
等
閑
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
整
理
し
て

い
る
。

　
第
6
章
で
は
、
一
九
八
八
年
の
暮
れ
に
、
そ
れ
ま
で
童
話
『
ち
び

く
ろ
さ
ん
ぼ
』
を
出
版
し
て
い
た
我
国
の
出
版
社
が
相
次
い
で
絶
版

の
措
置
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
論
議
を
分
析
す

る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
状
況
は
第
5
章
の
「
無
人
警
察
論
争
」
と
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は
逆
で
あ
る
。
実
際
に
は
「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
絶

版
の
措
置
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
事
例
は
ご
く
希
で
あ
っ
た
し
、
ま

た
そ
う
し
た
試
み
は
、
公
的
規
制
と
自
主
規
制
（
社
会
的
規
制
）
を

ま
っ
た
く
混
同
し
て
議
論
す
る
よ
う
な
著
し
く
的
外
れ
な
も
の
で
し

か
な
か
っ
た
。
『
ち
び
く
ろ
さ
ん
ぼ
』
が
本
当
に
差
別
的
性
格
を
持

つ
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
議
論
の
中
心
と
な
っ
た
が
、
奇
妙
な
こ
と

に
、
平
等
や
不
平
等
と
い
う
概
念
が
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
る
こ
と
な

く
議
論
が
展
開
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
差
別
で
あ
る
か
否
か

は
、
差
別
さ
れ
た
側
を
傷
つ
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
極
め
て
主
観

的
な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
『
ち
び
く
ろ
さ
ん
ぼ
』

の
絶
版
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
ア
レ
ン
ト
（
串
＞
お
昌
象
）
が
指
摘

し
た
よ
う
な
、
「
私
的
な
も
の
」
が
公
的
領
域
へ
と
進
入
し
、
公
的

領
域
を
解
体
さ
せ
て
し
ま
う
傾
向
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

　
第
7
章
で
は
、
第
5
、
6
章
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
よ
り
一
般
化

し
た
形
で
、
差
別
的
表
現
が
規
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
を
考
察

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
差
別
的
表
現
が
社
会

の
特
定
の
支
配
的
集
団
の
価
値
観
を
、
そ
れ
を
共
有
し
な
い
も
の
に

対
し
て
も
押
し
付
け
る
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
こ
う
し

た
押
し
付
け
を
批
判
す
る
側
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
差
別
さ
れ
る

側
を
一
つ
の
集
団
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
集
団
の
内
部
に
お
け
る
人

間
の
複
数
性
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
諸
個
人
が
与
え
ら

れ
た
対
象
に
対
し
て
主
体
的
に
働
き
か
け
、
意
味
を
独
自
に
生
産
し

て
い
く
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
も
し
く
は
そ
の
可
能
性
）
を
否

定
す
る
議
論
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
社
会
に
お
け
る

人
間
の
複
数
性
を
根
本
的
な
前
提
と
し
、
ま
た
そ
の
複
数
性
の
存
続

を
目
的
と
す
る
表
現
の
自
由
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
極
め
て
危
険
で

乱
暴
な
議
論
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
第
8
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
ま
と
め
と
し
て
、
表
現
の
自
由
の
今

日
的
な
意
義
の
再
確
認
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
表
現
の

自
由
に
は
「
か
ら
の
自
由
」
と
し
て
の
法
的
自
由
と
、
「
へ
の
自
由
」

と
し
て
の
政
治
的
自
由
の
対
立
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

二
つ
の
自
由
は
同
時
に
相
互
補
完
的
で
も
あ
る
。
何
故
な
ら
、
法
的

自
由
と
し
て
の
表
現
の
自
由
は
、
公
権
力
の
介
入
な
し
に
社
会
秩
序

の
達
成
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
が
（
「
か
ら
の
自
由
」
）
、
こ
の
こ
と

は
暗
黙
裏
に
秩
序
の
構
成
に
主
体
的
に
係
わ
っ
て
い
く
人
間
を
前
提

（
「
へ
の
自
由
」
）
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
表
現
の
自
由
は
社
会
を
変
え
て
い
く
た
め
の
革
新
的
機
能

と
、
現
状
の
社
会
を
肯
定
的
に
捉
え
る
保
守
的
機
能
と
の
対
立
も
内

包
し
て
い
る
。
こ
の
対
立
も
同
時
に
相
互
補
完
的
で
あ
る
の
は
、
あ

る
社
会
に
対
す
る
異
議
申
立
が
、
社
会
秩
序
に
対
す
る
脅
威
の
よ
う

に
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
社
会
に
安
定
し
た
秩
序
の
基
盤
が
存

続
し
て
い
る
な
ら
ば
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
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な
け
れ
ば
、
社
会
は
常
に
過
激
な
言
論
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
社

会
秩
序
の
崩
壊
を
回
避
す
る
た
め
に
、
表
現
に
対
す
る
広
範
な
規
制

を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
し
て
い
る
。

　
表
現
の
自
由
が
内
包
す
る
さ
ら
な
る
対
立
と
し
て
、
人
間
の
複
数

性
を
前
提
と
す
る
一
方
で
、
共
同
行
為
の
う
ち
に
社
会
秩
序
が
構
築

さ
れ
る
こ
と
を
他
方
で
前
提
に
し
て
い
る
点
が
あ
る
。
こ
の
対
立
も

同
時
に
相
互
補
完
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
複
数
性
を
形
づ

く
る
諸
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
常
に
社
会
と
い
う
人
間
の

共
同
行
為
の
場
を
通
じ
て
表
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
論
者
は
以
上

の
よ
う
に
、
表
現
の
自
由
は
、
常
に
内
部
に
対
立
す
る
要
素
を
本
来

的
に
内
包
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
表
現
の
自
由

は
、
表
現
の
自
由
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
に
も
自
身
を
開
く
も
の

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
表
現
の
自
由
は
本
来
的
に

自
己
の
う
ち
に
否
定
の
契
機
を
孕
む
も
の
で
あ
る
。
論
者
は
、
そ
う

し
た
対
立
を
常
に
確
認
し
、
認
識
し
て
い
く
と
い
う
作
業
の
必
要
性

を
指
摘
す
る
。
そ
の
作
業
と
は
、
自
己
が
生
き
る
社
会
秩
序
を
形
成

す
る
論
理
に
対
し
て
、
常
に
反
省
の
目
を
向
け
、
そ
れ
を
意
識
化
し

て
い
く
と
い
う
果
て
し
な
い
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
対
立
を
認
識
し
た
う
え
で
、
両
者
の
間
に
平
衡
を
保
と
う

と
す
る
努
力
こ
そ
が
、
表
現
の
自
由
の
理
念
に
も
っ
と
も
か
な
う
も

の
な
の
で
あ
る
と
す
る
。
今
日
の
差
別
的
表
現
の
規
制
を
巡
る
議
論

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
自
由
の
本
来

的
な
意
味
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
来
的
な
意
味
を
喪
失

し
た
表
現
の
自
由
に
関
す
る
言
説
そ
の
も
の
が
、
表
現
の
自
由
を
窒

息
さ
せ
る
社
会
状
況
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

4

本
論
文
の
評
価
と
課
題

①
　
表
現
の
自
由
に
つ
き
、
法
律
論
に
よ
ら
な
い
表
現
の
自
由
論
を

展
開
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
は
、
本
論
文
の
独
創
性
と
し
て
評
価
し

得
る
。

　
表
現
の
自
由
が
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
政
治
的
視
座

か
ら
は
法
が
い
か
に
解
釈
さ
れ
、
運
用
さ
れ
る
か
が
重
要
と
な
っ
て

く
る
。
そ
う
し
た
運
用
や
解
釈
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
表

現
の
自
由
は
静
態
的
な
も
の
で
な
く
、
動
態
的
な
、
も
し
く
は
歴
史

的
な
運
動
の
中
で
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
者
は
、
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
に
具
体
的
に
現
れ
た
言
説
の
分
析
を
通
じ
て
、
今
日
の
表

現
の
自
由
の
意
味
内
容
と
社
会
的
価
値
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
試
み
た
。
学
説
と
し
て
、
も
し
く
は
判
例
と
し
て
ど
の
よ
う
に
表

現
の
自
由
が
定
義
さ
れ
て
い
る
の
か
で
は
な
く
、
実
際
の
表
現
活
動

に
携
わ
っ
て
い
る
人
々
、
メ
デ
ィ
ア
産
業
で
働
く
人
々
、
メ
デ
ィ
ア

の
表
現
に
異
議
申
立
を
す
る
人
々
な
ど
の
言
説
の
中
で
、
表
現
の
自
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由
が
ど
の
よ
う
な
意
味
空
間
を
構
成
し
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い

る
の
か
（
思
想
の
市
場
で
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
）
を
解
明
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
論
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
表
現
の
自
由
に

つ
い
て
の
理
解
の
あ
り
方
（
知
識
）
を
間
題
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、

マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
お
け
る
知
識
社
会
学
の
伝
統

を
継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
の
独
創
的
方
法
は
き
わ
め
て
新
鮮
で
あ
る

と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

⑭
　
「
思
想
の
市
場
」
を
中
心
概
念
に
据
え
た
「
表
現
の
自
由
」
に

関
す
る
政
治
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
提
唱
は
、
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
研
究
の
新
た
な
地
平
を
拓
く
試
み
と
し
て
評
価
し
得
る
。

　
表
現
の
自
由
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
表

現
や
言
論
を
、
そ
の
外
部
に
あ
る
も
の
と
対
立
さ
せ
る
方
法
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
表
現
と
権
力
、
表
現
と
暴
力
、
表
現
と
商

業
主
義
な
ど
の
対
立
軸
に
よ
っ
て
表
現
の
自
由
を
考
察
す
る
方
法
で

あ
っ
た
。
論
者
の
、
思
想
の
市
場
に
流
通
す
る
表
現
そ
の
も
の
を
取

り
上
げ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
次
の
よ
う
な
認
識
を
前
提
に
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
の
は
法
で

あ
る
以
前
に
、
法
の
存
在
を
正
当
化
す
る
論
理
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
社
会
に
お
け
る

日
常
の
言
語
行
為
、
表
現
行
為
の
う
ち
に
再
生
産
さ
れ
、
ま
た
は
挑

戦
を
受
け
変
容
し
て
い
く
。
表
現
の
自
由
の
保
障
は
、
人
々
の
意
識

や
信
念
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
思
想
の
市
場
に
流
通
す

る
言
説
や
表
現
そ
の
も
の
が
研
究
対
象
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
論

者
は
、
知
識
社
会
学
の
分
析
対
象
を
、
日
常
的
知
識
に
ま
で
拡
大
す

る
こ
と
を
主
張
し
た
、
バ
ー
ガ
ー
（
℃
●
r
ω
①
お
R
）
H
ル
ッ
ク

マ
ン
（
↓
。
冒
畠
ヨ
雪
ロ
）
の
『
日
常
世
界
の
構
成
』
を
参
照
し
つ

つ
、
法
学
的
な
表
現
の
自
由
研
究
の
伝
統
に
囚
わ
れ
な
い
政
治
学
的

表
現
の
自
由
研
究
の
地
平
を
新
た
に
拓
こ
う
と
し
た
。
何
故
な
ら
、

ア
プ
ロ
ー
チ
の
対
象
を
思
想
の
市
場
に
流
通
す
る
表
現
に
拡
大
し
て

い
く
こ
と
は
、
今
日
の
政
治
社
会
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
に
も
な
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
レ
ン
ト
が
公
的
領

域
、
ハ
バ
ー
マ
ス
（
筒
。
＝
ぎ
R
ヨ
霧
）
が
公
共
性
（
公
共
圏
）
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
指
し
示
し
た
問
題
領
域
に
重
な
る
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
論
者
の
こ
こ
で
記
述
し
た
問
題
の
把
握
の
仕
方
と
政

治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
新
た
な
る
展
開
を
こ
こ
ろ
み
た

論
理
と
努
力
は
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

⑭
　
本
論
文
の
持
つ
限
界
は
「
状
態
の
記
述
」
の
み
に
終
始
し
、
問

題
解
決
へ
の
処
方
箋
（
な
い
し
そ
の
可
能
性
）
が
提
示
さ
れ
な
い
こ

と
に
あ
る
。
果
た
し
て
現
実
的
間
題
解
決
の
論
理
に
お
い
て
「
政
治

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
法
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
凌
駕
で
き
る
の
か
？
」

と
い
う
疑
間
が
残
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
差
別
的
表
現
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
、
メ
デ
ィ
ア
に
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よ
っ
て
生
産
・
再
生
産
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
実
際
に
人
々
の
意
識
に

お
い
て
差
別
意
識
を
生
産
・
再
生
産
す
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
、
「
思
想
の
市
場
」
は
自
由
と
管
理
の
力
が
交
錯
す
る

場
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
知
の
管
理
的
な
権
力
性
を
認

識
し
、
自
分
も
そ
の
中
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
と
き
に

重
要
な
概
念
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
ハ
バ
ー
マ
ス

が
『
認
識
と
関
心
』
の
補
論
の
中
で
述
べ
て
い
る
「
自
己
反
省
」
と

い
う
概
念
で
あ
る
。

　
論
者
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
差
別
的
表
現
を
め
ぐ
る
論
議
で

は
、
差
別
的
表
現
に
関
わ
る
問
題
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
表
現
の

自
由
の
論
理
に
対
す
る
挑
戦
と
な
っ
て
い
る
の
か
ほ
と
ん
ど
議
論
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
表
現
の
自
由
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
側

は
、
実
は
表
現
の
自
由
と
い
う
言
葉
を
非
常
に
不
確
か
な
意
味
で
使

用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
表
現
の
自
由
と
い
う
概
念
は
、
反
省
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
概
念
と
し
て
、
更
な
る
議
論
を
封
じ
る
た
め
に
使
わ

れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
表
現
の
自
由
」
に
対
す
る
政
治
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
に
と
っ
て
は
、
社
会
秩
序
を
構
成
す
る
原
理
に
つ
い
て
、

常
に
反
省
を
行
う
と
い
う
作
業
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
論
者
は
指
摘

す
る
。
表
現
の
自
由
は
社
会
の
民
主
的
な
統
治
の
根
本
に
あ
る
も
の

で
あ
り
、
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
人
々
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
社
会
が
い
か
よ
う
に
統
治
さ
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う

な
論
理
に
よ
っ
て
社
会
の
秩
序
が
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ

と
に
常
に
関
心
を
向
け
、
そ
れ
を
反
省
し
て
い
く
主
体
な
く
し
て
は
、

人
々
の
理
性
的
な
合
意
に
基
づ
い
た
社
会
秩
序
の
構
成
は
あ
り
得
な

い
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
論
者
は
、
本
論
の
目
的
は
た
だ
記
述
す
る

こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
論
は
、
表
現
の
自
由
が
今
日

お
か
れ
た
状
況
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
論
は
た
だ
記

述
し
、
今
日
使
わ
れ
て
い
る
意
味
に
お
い
て
の
「
表
現
の
自
由
」
を

相
対
化
す
る
。
そ
の
相
対
化
の
過
程
で
、
表
現
の
自
由
が
普
及
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
い
く
つ
か
の
側
面
に
つ
い
て
の

「
記
憶
」
を
思
い
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
の
表
現
の
自
由
、

思
想
の
市
場
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
等
々
が
抱
え
る
問
題
を
解
く
手
が
か

り
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
知
識
社
会
学
の

伝
統
を
継
承
し
、
そ
の
上
で
新
た
な
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

論
の
地
平
を
拓
こ
う
と
す
る
論
者
の
努
力
を
高
く
評
価
す
る
と
し
て

も
、
知
識
社
会
学
の
伝
統
に
課
せ
ら
れ
た
限
界
が
社
会
的
問
題
を
記

述
し
な
が
ら
そ
の
解
決
の
実
践
に
乗
り
出
す
こ
と
を
む
し
ろ
自
制
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
論
者
が
取
り
上
げ
た
表
現
の
自
由
に

関
す
る
よ
り
望
ま
し
い
状
況
を
反
省
作
業
を
つ
う
じ
て
実
現
す
る
た

め
に
は
、
知
識
社
会
学
の
こ
の
伝
統
を
打
破
し
な
い
限
り
不
可
能
で
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
単
に
記
述
す
る
こ
と
か
ら
実
践
に
向
か
う

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
持
つ
こ
と
へ
の
移
行
が
今
後
の
論
者
の
研
究

に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
論
文
の
評
者
は
、
そ
こ

に
こ
そ
論
者
が
と
り
あ
げ
た
主
題
『
差
別
的
表
現
の
自
主
規
制
と
表

現
の
自
由
ー
表
現
の
自
由
へ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
目
指
し
て

ー
』
に
関
す
る
政
治
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
従
来
の
支
配
的
で
あ

っ
た
法
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
対
比
に
お
い
て
独
立
性
を
主
張
で
き

る
契
機
や
、
補
完
関
係
を
構
築
し
得
る
契
機
が
存
在
す
る
と
判
断
す

る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
九
八
年
七
月
八
日

主
査

副
査

副
査

慶
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大
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教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
社
会
学
博
士

東
京
大
学
社
会
情
報
研
究
所
教
授

霜
野
　
壽
亮

関
根
　
政
美

鶴
木
　
　
眞
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5
　
結
　
論

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
十
分
に
論
じ
切
れ
て
い
な
い
幾
つ
か
の

間
題
点
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
、
伊
藤

高
史
君
が
提
出
し
た
本
論
文
は
、
表
現
の
自
由
と
い
う
問
題
を
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
問
題
に
政
治
学
や
社
会
学
か
ら
接
近
す
る
た
め
の
枠
組
み
を
構

築
し
た
意
欲
的
な
論
考
で
あ
り
、
そ
の
成
果
を
高
く
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
我
々
審
査
員
一
同
は
伊
藤
高
史
君
に
博
士
（
法
学
、
慶

磨
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す

る
。


