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特別記事

佐
藤
公
俊
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
佐
藤
公
俊
君
が
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
は
「
連
邦
制
の
政

治
理
論
」
（
以
下
本
論
文
）
で
あ
る
。
以
下
は
本
論
文
の
審
査
報
告

で
あ
る
。

一
　
本
論
文
の
構
成

本
論
文
の
横
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
序
　
論

　
第
一
章
　
国
家
論
の
一
考
察
－
公
共
選
択
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
i

　
第
一
節
序
　
論

　
第
二
節
　
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
状
態
」

　
第
三
節
　
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
状
態
」
と
「
公
共
財
の
議

　
　
　
　
　
論
」

　
第
四
節
　
外
部
性
と
国
家
の
役
割

　
第
五
節
　
結
　
論

　
第
二
章
　
連
邦
制
の
理
論
ー
効
率
的
権
限
配
分
へ
の
公
共
選
択
論
的
ア

　
　
　
　
　
プ
ロ
ー
チ
ー

　
第
一
節
　
は
じ
め
に
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第
二
節

　
第
三
節

　
第
四
節

第
三
章

　
第
一
節

　
第
二
節

　
第
三
節

　
第
四
節

第
四
章

　
第
一
節

　
第
二
節

　
第
三
節

　
第
四
節

第
五
章

　
第
一
節

　
第
二
節

　
第
三
節

　
第
四
節

　
第
五
節

　
「
連
邦
制
の
原
理
」
（
8
α
震
巴
胃
ぎ
含
三
①
）
と
公
共
財
の

　
概
念

　
効
率
的
な
政
治
制
度
と
し
て
の
連
邦
制

　
お
わ
り
に

窓
号
轟
房
日
の
理
論
的
基
礎
ー
一
つ
の
展
望
1

　
は
じ
め
に

　
公
共
財
供
給
主
体
と
し
て
の
政
府

　
司
a
震
巴
諺
ヨ
の
理
論
的
展
望

　
お
わ
り
に

市
場
統
合
と
国
家
問
連
邦
の
形
成

　
は
じ
め
に

　
市
場
統
合
の
利
益

　
国
家
間
連
邦
の
形
成

　
お
わ
り
に

連
邦
制
と
「
統
合
さ
れ
た
市
場
」
i
効
率
性
の
観
点
か
ら
ー

　
は
じ
め
に

　
政
府
と
市
場
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

　
連
邦
制
に
よ
る
政
府
の
制
限

　
連
邦
制
と
「
統
合
さ
れ
た
市
場
」

　
お
わ
り
に

二
　
本
論
文
の
概
要

本
論
文
は
、
連
邦
制

（
8
号
轟
房
B
）
と
い
う
政
治
シ
ス
テ
ム
が

望
ま
し
い
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
そ
の
た
め
の
条
件
は
い
か
な
る
も
の

か
を
、
公
共
選
択
論
の
方
法
に
よ
っ
て
理
論
的
に
分
析
す
る
こ
と
を

意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
設
問
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
本
論
文

は
規
範
的
（
8
『
ヨ
讐
貯
o
）
な
分
析
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
の
基
準

を
自
由
（
ま
段
身
）
ー
権
力
の
抑
止
ー
と
効
率
（
o
睡
－

q
窪
身
）
に
お
く
。
核
心
部
分
は
第
四
章
と
第
五
章
で
あ
り
、
第
一

章
、
第
二
章
、
第
三
章
は
そ
の
た
め
の
基
礎
論
で
あ
る
。
以
下
は
そ

の
概
要
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
連
邦
制
と
は
、
国
家
の
権
限
を
分
割
す
る
こ
と
を
指
し
、

そ
れ
が
一
国
内
で
あ
る
場
合
と
国
家
間
で
あ
る
場
合
の
双
方
を
含
む

意
味
で
用
い
て
い
る
。
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
せ
よ
分
析
の
焦
点
は
、

権
限
の
分
割
が
望
ま
し
い
の
は
い
か
な
る
理
由
か
、
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
権
限
の
分
割
と
い
う
以
上
、
国
家
が
そ
の
任
務
を

果
た
す
上
で
権
力
行
使
を
不
可
欠
の
手
段
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
国
家
が
権
力
行
使
を
不

可
欠
と
す
る
の
は
な
ぜ
か
が
ま
ず
も
っ
て
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
が
第
一
章
の
主
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
佐
藤
君
は
公
共
選

択
論
で
の
こ
の
問
題
が
ど
う
処
理
さ
れ
て
い
る
か
を
ま
ず
述
べ
、
さ

ら
に
進
ん
で
政
治
学
で
の
取
り
扱
い
が
そ
の
一
適
用
事
例
で
あ
る
と

位
置
付
け
る
。
い
わ
ば
、
公
共
選
択
論
で
の
取
り
扱
い
を
政
治
学
の

従
来
の
取
り
扱
い
の
一
般
化
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
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の
一
般
化
の
定
式
化
そ
の
も
の
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
そ
の
再
定
式

化
を
図
っ
て
い
る
。

　
公
共
選
択
論
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
公
共
財
を
提
供
す
る
こ
と
を
そ

の
本
来
の
任
務
と
す
る
。
こ
こ
に
公
共
財
と
は
、
（
イ
）
い
っ
た
ん

そ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が
実
現
す
る
と
そ
の
実
現
費
用
を
分
担
し
な
い
人

に
も
た
だ
で
恩
恵
が
及
ぶ
こ
と
（
8
亭
o
蓉
ピ
α
筈
ま
身
）
①
醇
段
－

墨
一
一
蔓
）
、
（
ロ
）
ま
た
、
そ
の
恩
恵
は
一
人
一
人
に
等
し
く
全
量
が

行
き
渡
る
（
8
亭
ユ
轟
言
窃
ω
）
、
と
い
う
二
つ
の
性
格
を
持
つ
。
こ

れ
に
よ
り
、
こ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
実
現
に
必
要
な
費
用
分
担
の
際
に

人
々
が
「
た
だ
乗
り
」
（
ヰ
需
さ
象
轟
）
を
決
め
込
む
た
め
、
そ
の

サ
ー
ヴ
ィ
ス
は
実
現
し
な
い
。
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
守
8
一

ユ
象
轟
防
止
の
た
め
の
国
家
に
よ
る
強
制
（
8
震
息
2
）
が
必
要
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
他
方
、
政
治
学
の
従
来
の
取
り
扱
い
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
第
一
義

の
任
務
は
「
法
と
秩
序
」
（
治
安
維
持
と
対
外
防
衛
）
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
法
と
秩
序
」
は
ま
さ
に
公
共
財
で
あ
る
、
と

い
う
の
が
公
共
選
択
論
の
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
実
現

に
国
家
の
権
力
－
守
8
－
二
α
震
防
止
の
た
め
の
ー
が
必
要
と
さ

れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
℃
⊆
げ
一
一
〇
〇
8
島

＞
茜
信
ヨ
Φ
筥
で
あ
る
。
も
と
よ
り
「
法
と
秩
序
」
の
み
が
公
共
財

で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
他
に
社
会
的
基
盤
整
備
や
今
日
で
い

う
環
境
保
全
等
も
公
共
財
に
入
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
ら
は

す
べ
か
ら
く
国
家
の
権
力
行
使
に
よ
っ
て
そ
の
実
現
が
図
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
い
わ
ゆ
る
古
典
的
な
国
家
論
は
、
こ
の
種

の
℃
号
浮
0
8
房
＞
鑛
⊆
ヨ
①
日
の
一
適
用
事
例
で
あ
る
、
と
佐
藤

君
は
位
置
付
け
る
。

　
問
題
は
℃
q
び
膏
O
O
o
房
＞
旙
仁
ヨ
Φ
旨
の
論
理
に
お
い
て
、
ヰ
8
－

吋
こ
R
ω
を
も
た
ら
す
上
に
決
定
的
（
o
∈
o
一
巴
）
に
効
い
て
く
る
前

提
は
公
共
財
の
二
つ
の
性
格
の
う
ち
の
一
つ
、
8
亭
Φ
肖
冨
α
菩
三
身

あ
る
い
は
霞
8
3
巴
一
身
で
あ
り
、
p
o
亭
ユ
く
巴
莞
霧
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
政
府
の
強
制
力
に
よ
っ
て
時
8
良
号
お

を
防
止
す
る
こ
と
は
公
共
選
択
論
で
い
う
外
部
性
の
内
部
化

（
一
日
。
ヨ
践
墜
二
9
）
に
他
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
佐
藤
君
の
主
張
で

あ
る
。
論
旨
は
明
快
で
あ
り
、
か
つ
説
得
力
が
あ
る
。

　
第
二
章
は
、
連
邦
制
の
基
本
定
理
の
吟
味
と
そ
の
限
界
の
指
摘
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
公
共
財
に
つ
い
て
は
、
便
益
が
及
ぶ
範
囲
が
地
域

に
限
定
さ
れ
る
地
方
公
共
財
（
δ
8
一
〇
⊆
巨
貯
讐
o
房
）
が
あ
る
。

例
え
ば
消
防
、
灯
台
、
灌
概
等
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

第
二
章
の
考
察
の
手
掛
か
り
は
、
こ
の
地
方
公
共
財
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
地
方
公
共
財
の
供
給
に
際
し
て
は
、
公
共
財
で
あ
る
以
上

や
は
り
そ
の
実
現
に
必
要
な
費
用
分
担
で
の
ヰ
8
出
号
扉
防
止
を

目
的
と
し
た
「
政
府
」
の
強
制
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
問
題
は
、
各
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地
域
ご
と
の
公
共
財
を
供
給
す
る
に
あ
た
っ
て
中
央
政
府
か
ら
の
一

元
的
な
権
力
行
使
に
よ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
地
域
ご
と
の
「
政

府
」
に
よ
る
個
々
別
々
の
権
力
行
使
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
、
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
問
題
設
定
を
し
た
上
で
、
テ
ィ
ブ
ー
（
○

↓
一
魯
o
旨
）
、
ク
ー
パ
ー
（
界
O
o
o
O
R
）
の
議
論
を
吟
味
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
人
々
の
選
好
の
多
様
性
、
つ
ま
り
地
方
公
共
財
へ
の
需
要

に
着
目
し
、
そ
れ
を
満
た
す
形
で
分
権
的
に
政
府
を
設
定
す
る
こ
と

が
効
率
的
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
機
能
的
連
邦
制

（
注
目
菖
9
巴
8
号
轟
房
ヨ
）
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
♂
唐
－

鉱
o
昌
巴
8
α
震
巴
一
ω
日
の
基
礎
を
な
す
原
理
が
オ
ル
ソ
ン
（
冒
。

○
一
ω
o
昌
）
と
ブ
レ
ト
ン
（
＞
。
ω
奉
8
嵩
）
の
主
張
す
る
自
零
巴

8
三
く
巴
窪
8
の
定
理
で
あ
る
、
と
佐
藤
君
は
し
て
い
る
。
こ
の
定

理
に
よ
れ
ば
、
公
共
財
の
便
益
の
及
ぶ
範
囲
に
合
わ
せ
て
、
権
力
行

使
を
行
う
「
政
府
」
を
そ
れ
ぞ
れ
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
率

的
な
地
方
公
共
財
の
供
給
が
達
成
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
定
理
で
は
地
方
公
共
財
の
需
要
の
分
布
に
合

わ
せ
て
「
政
府
」
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
率
的
な
公
共
財
の

供
給
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
証
明
し
て
い
る
が
、
「
連
邦
政

府
」
が
地
方
公
共
財
の
供
給
を
一
元
的
に
行
っ
た
場
合
と
比
較
し
て
、

そ
れ
が
果
た
し
て
効
率
的
で
あ
る
か
否
か
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
、
「
地
方
政
府
」
が
房
o
巴
8
三
く
巴
窪
8
が
満
た
さ
れ
る
形

で
地
方
公
共
財
を
供
給
す
る
方
が
社
会
的
に
見
て
効
率
的
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
の
が
オ
ー
ツ
（
≦
’
O
碧
8
）
の
「
分
権

化
定
理
」
（
α
9
雪
實
巴
一
N
象
δ
コ
浮
8
お
8
）
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
定
理
に
関
し
て
は
、
各
個
人
の
需
要
関
数
に
つ
い
て
同
質
性
の
仮

定
を
お
い
て
い
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
、
こ
の
仮
定
が
満
た
さ
れ
な
い

と
、
各
個
人
レ
ベ
ル
で
見
た
場
合
に
効
率
的
な
公
共
財
供
給
が
達
成

さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
限
界
を
佐
藤
君
は
指
摘
し
て
い

る
。
以
上
第
二
章
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
財
の
概
念
を
導
入
し
た

場
合
に
連
邦
制
は
公
共
財
の
供
給
に
関
し
て
効
率
的
で
あ
る
が
、
な

お
オ
ー
ツ
の
議
論
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
理
論
上
の
改
善
の
余
地
が
残

さ
れ
て
い
る
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
第
二
章
は
先
行
研
究
の
吟
味

を
取
り
扱
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
地
味
な
が
ら
も
堅
実
な
論
述

で
あ
る
点
が
評
価
で
き
る
。

　
第
三
章
で
は
、
オ
ル
ソ
ン
の
房
o
巴
8
三
く
巴
窪
8
の
定
理
を
中

心
と
し
た
連
邦
制
の
理
論
的
展
望
を
行
っ
て
い
る
。
オ
ル
ソ
ン
の

房
o
巴
8
三
く
巴
窪
8
の
定
理
と
は
第
二
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

公
共
財
の
便
益
の
及
ぶ
範
囲
に
合
わ
せ
て
人
々
に
費
用
分
担
を
さ
せ

る
「
政
府
」
を
そ
れ
ぞ
れ
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
効
率
的
な

公
共
財
の
供
給
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
す
な
わ
ち
、
外
部
性
が
発
生
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
こ
の

定
理
に
し
た
が
え
ば
、
灌
概
、
消
防
な
ど
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
恩
恵
が
一
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定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
る
公
共
財
を
供
給
す
る
た
め
に
「
地
方
政

府
」
が
形
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
法
と
秩
序
」
の
よ

う
に
社
会
の
成
員
す
べ
て
に
便
益
が
及
ぶ
よ
う
な
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
供

給
す
る
た
め
に
は
「
連
邦
政
府
」
が
形
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
泣
零
巴
o
ρ
三
く
巴
窪
8
の
定
理
に

し
た
が
う
と
、
い
わ
ゆ
る
2
糞
試
o
昌
巴
8
α
震
巴
冨
B
の
モ
デ
ル
が

導
か
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
「
連
邦
政
府
」
、
各
「
地
方
政

府
」
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
こ

れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
青
写
真
の
段
階
の
議
論
で
あ
る
。

　
問
題
は
、
灌
概
、
消
防
な
ど
地
域
に
限
定
さ
れ
た
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を

供
給
す
る
た
め
に
「
地
方
政
府
」
を
設
定
し
た
後
に
、
事
前
の
予
想

と
は
相
違
し
て
何
ら
か
の
不
測
の
技
術
上
の
変
化
の
た
め
に
、
公
共

財
の
便
益
の
及
ぶ
範
囲
と
「
政
府
」
の
管
轄
の
範
域
（
公
共
財
の
費

用
分
担
の
範
囲
）
と
の
間
に
乖
離
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
す
べ

き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
ク
ー
パ
ー
、
ロ
ー
ゼ
ン

バ
ー
グ
（
匂
。
菊
o
夢
窪
冨
樋
）
な
ど
も
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
が
、
佐
藤
君
の
こ
の
問
い
へ
の
解
答
は
、
こ
の
ズ
レ
の
是
正
は

ま
さ
に
そ
れ
が
一
種
の
公
共
財
（
社
会
の
成
員
す
べ
て
に
そ
の
便
益

が
及
ぶ
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
連
邦
政
府
」
の
手
に
よ
る
べ
き
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
こ
れ
か

ら
ど
の
よ
う
に
し
て
「
政
府
」
の
管
轄
を
決
め
る
べ
き
か
、
と
い
う

本
論
分
の
提
起
し
た
問
題
に
、
事
後
的
に
発
生
し
た
問
題
を
対
比
さ

せ
る
形
の
議
論
で
あ
り
、
論
述
上
若
干
の
違
和
感
が
あ
る
こ
と
は
否

め
な
い
。

　
以
上
は
効
率
性
の
観
点
か
ら
連
邦
制
の
シ
ス
テ
ム
を
と
る
べ
き
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
れ
は
政
治
シ
ス
テ
ム
に
限
定
さ
れ
た
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
第
四
章
お
よ
び
第
五
章
で
は
、
自
由
と
効
率
性
の
確
保
の
観
点

か
ら
、
連
邦
制
と
い
う
政
治
シ
ス
テ
ム
と
市
場
と
い
う
経
済
シ
ス
テ

ム
が
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
国
家
に
よ
る
統
制
経
済
と
対
置

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
統
制
経
済
は
、
国
家
に
よ
る
集
権
的
意
思
決

定
と
命
令
に
よ
っ
て
経
済
活
動
を
行
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
分
権
的
意
思
決
定
と
比
較
優
位
の

原
理
に
裏
打
ち
さ
れ
た
分
業
（
島
≦
巴
o
P
o
コ
ぎ
自
）
と
交
換
に
よ

り
、
人
々
の
厚
生
の
水
準
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
り

自
由
で
効
率
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
分
業
の
利
益

を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
国
家
に
よ
る
統
制
を
で
き
る
だ
け
小
さ
く

し
、
市
場
が
分
担
す
る
役
割
を
で
き
る
だ
け
大
き
く
し
よ
う
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
提
と
し
て
、
国
家
の
強
制
力
を
用

い
た
私
有
財
産
権
（
質
貯
讐
①
胃
o
冨
昌
『
ユ
讐
邑
の
規
定
・
施
行

に
よ
る
「
法
と
秩
序
」
の
維
持
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
、
市
場
は
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そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
こ
こ
に
国
家
の
役
割
が

あ
る
。
も
と
よ
り
、
国
家
が
こ
れ
以
上
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る

と
、
自
由
を
阻
害
し
効
率
を
低
下
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
法
と

秩
序
」
の
維
持
こ
そ
国
家
の
最
低
限
の
、
か
つ
最
適
の
役
割
で
あ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
第
四
章
お
よ
び
第
五
章
で
は
こ
の
議
論

を
市
場
統
合
と
国
家
間
連
邦
の
場
合
に
適
用
す
る
。
ま
ず
、
第
四
章

で
の
議
論
は
こ
う
で
あ
る
。
市
場
が
国
家
の
枠
を
越
え
て
規
模
を
拡

大
し
、
分
業
の
範
囲
を
広
げ
る
に
つ
れ
て
効
率
は
向
上
す
る
。
つ
ま

り
、
市
場
を
統
合
す
る
こ
と
自
体
に
利
益
が
あ
る
。
他
方
、
こ
の
市

場
統
合
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
の
条
件
整
備
と
し
て
、
「
貿
易
を

促
進
す
る
」
公
共
財
の
供
給
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
す

な
わ
ち
、
商
慣
習
の
相
違
を
取
り
除
い
た
り
、
情
報
伝
達
の
基
盤
を

整
備
し
た
り
す
る
な
ど
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が
考
え
ら
れ
る
が
、
と
り
わ

け
各
国
間
に
お
け
る
私
有
財
産
権
の
規
定
・
施
行
の
相
違
を
取
り
除

い
て
共
通
の
も
の
と
す
る
と
共
に
、
対
外
的
に
軍
事
同
盟
を
形
成
し
、

そ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
共
通
の
「
法
と
秩
序
」
を
実
現
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
国
家
間
連
邦
の
形
成
が
必
要
と
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
連
邦
国
家
（
中
央
政
府
）
の
役
割
は
「
法
と
秩
序
」
の
実
現

の
た
め
の
権
力
行
使
の
み
に
限
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、

そ
の
分
市
場
経
済
を
活
用
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
第
四
章
の

要
旨
で
あ
る
が
、
連
邦
国
家
内
の
地
方
政
府
の
権
力
行
使
を
最
小
限

に
と
ど
め
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
が
問
題
と
し
て
残
る
。
そ

れ
へ
の
解
答
が
実
は
市
場
統
合
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
第
五
章
の
主

張
で
あ
る
。

　
そ
の
骨
子
は
、
複
数
の
地
方
政
府
を
互
い
に
競
争
さ
せ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、
い
か
に
し
て
そ
の
競
争
を
確
保
す
る
か
、

で
あ
る
。
仮
に
、
各
地
方
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
に
統
制
経
済
を
運
営
す

る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
相
互
に
競
争
を
生
む
こ
と
は
な
い
。
ま

た
、
各
政
府
が
市
場
を
活
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
市
場
が
各
政
府

に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
、
他
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ

の
場
合
に
は
政
府
間
の
競
争
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

こ
れ
ら
の
市
場
を
統
合
し
て
単
一
の
市
場
を
形
成
し
、
そ
こ
へ
各
地

方
政
府
が
数
あ
る
行
動
主
体
の
一
つ
と
し
て
参
加
す
る
と
い
う
こ
と

に
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
各
政
府
が
相
互
に
競
争
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
具
体
的
に
は
、
あ
る
地
方
政
府
が
厳
し
い
税
を
企
業
に
課
し
た
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
企
業
は
別
の
政
府
の
管
轄
範
域
に
逃
れ
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
所
得
税
を
あ
る
地
方
政
府
が
課
す
な
ら
ば
、

人
々
は
別
の
政
府
の
管
轄
範
域
に
逃
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、

は
じ
め
の
政
府
は
資
源
不
足
、
人
材
不
足
と
い
う
不
利
な
状
況
に
陥

る
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
べ
く
、

は
じ
め
の
政
府
は
他
の
政
府
に
比
較
し
て
、
過
度
な
介
入
を
す
る
こ
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と
を
差
し
控
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
地
方
政
府

が
そ
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
本
来
な
す
べ
き
公
共
財
の

供
給
に
自
己
の
活
動
を
限
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
、
「
統
合

さ
れ
た
市
場
」
の
も
た
ら
す
機
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
市
場
の

活
用
に
も
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
一
方
に
お
い
て
効
率
を
、
他
方
に
お

い
て
個
人
に
対
す
る
政
府
の
干
渉
の
縮
小
－
権
力
の
抑
止
　
　
に

も
つ
な
が
っ
て
く
る
、
と
佐
藤
君
は
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
連

邦
制
を
最
大
限
生
か
す
た
め
に
は
、
「
統
合
さ
れ
た
市
場
」
が
不
可

欠
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
る
。

　
第
四
章
、
第
五
章
で
取
り
上
げ
た
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
、

も
と
よ
り
古
く
は
ハ
イ
エ
ク
（
「
＝
3
δ
ズ
）
、
近
く
は
ワ
イ
ン
ガ
ス

ト
（
甲
≦
①
ヨ
窟
巴
等
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
ら
と
佐
藤
君

の
研
究
が
ど
こ
が
ど
う
違
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
佐
藤
君
の

場
合
に
は
私
有
財
産
権
に
着
眼
し
、
そ
の
持
つ
二
つ
の
効
果
、
す
な

わ
ち
効
率
性
の
促
進
と
政
府
の
権
力
抑
制
を
中
心
に
し
て
、
体
系
的

な
論
述
を
行
っ
た
点
に
特
色
が
あ
る
。

三
　
本
論
文
の
評
価

　
以
上
が
本
論
文
の
概
要
で
あ
る
。
次
に
総
括
的
な
評
価
を
述
べ
る
。

本
論
文
の
評
価
す
べ
き
点
は
大
き
く
分
け
て
次
の
三
点
に
集
約
で
き

る
。
第
一
に
、
規
範
的
な
観
点
か
ら
一
貫
し
た
論
述
を
し
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
佐
藤
君
は
自
由
ー
権
力
の
抑
止
I

I
、
効
率
と
い
う
基
本
的
な
価
値
の
観
点
を
明
示
し
て
、
そ
こ
か
ら

連
邦
制
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
い
る
。
従
来
の
研
究
は

効
率
性
の
観
点
の
み
、
あ
る
い
は
自
由
の
観
点
の
み
と
い
う
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
佐
藤
君
は
こ
の
双
方
の
観
点
か
ら
連
邦
制

を
立
体
的
に
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
双
方
の
観
点
か
ら
の
分
析

に
共
通
の
概
念
と
し
て
財
産
権
を
お
い
た
こ
と
、
こ
の
点
が
ま
ず
第

一
に
評
価
で
き
る
。
昨
今
で
は
、
財
産
権
と
い
え
ば
経
済
学
上
の
概

念
と
さ
れ
、
政
治
学
で
は
こ
れ
を
等
閑
視
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
財

産
権
が
権
力
基
盤
（
ε
毛
霞
富
器
）
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
、
こ
れ
を
分
析
の
基
礎
に
お
い
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
て
良
い
。

　
第
二
に
、
連
邦
制
は
政
治
学
上
の
古
く
か
つ
新
し
い
問
題
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
市
場
と
い
う
経
済
制
度
の
活
用
と
関
係
付
け
て
論
じ
た

点
が
評
価
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
政
治
学
の
議
論
に
お
い
て
は
、
市

場
を
分
析
の
射
程
に
入
れ
た
研
究
⊥
巾
場
が
効
率
性
の
促
進
の
み

な
ら
ず
、
政
府
か
ら
の
権
力
抑
制
に
役
割
を
果
た
す
ー
は
ほ
と
ん

ど
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
佐
藤
君
の
試
み
は
連
邦
制

の
理
論
分
析
の
展
望
を
い
っ
そ
う
広
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
評
価

で
き
る
。
ま
こ
と
に
本
研
究
は
、
例
え
ば
現
在
の
E
U
等
の
統
合
の

論
理
を
明
ら
か
に
す
る
意
義
あ
る
研
究
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
論
述
は
公
共
選
択
論
、
す
な
わ
ち
外
部
性
や
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公
共
財
と
い
っ
た
基
本
概
念
を
用
い
る
方
法
に
よ
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
論
述
が
き
わ
め
て
分
析
的
で
あ
り
、
か
つ
明
確
で
あ
る
と

評
価
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
第
一
章
に
お
け
る
外
部
性
に
焦
点
を
絞

っ
た
考
察
と
定
式
化
は
、
公
共
選
択
論
の
手
法
を
よ
く
活
用
し
た
明

快
な
分
析
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
本
論
文
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
第
三
章
は
展

望
論
文
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
の
問
題
を
記
述
し
て
い
る
た
め
、
そ

の
一
部
に
対
し
積
極
的
に
解
答
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
意
欲
は
認
め

ら
れ
る
も
の
の
、
論
述
は
や
や
平
板
で
あ
る
と
の
印
象
は
否
め
な
い
。

ま
た
、
本
論
で
は
公
平
と
い
う
観
点
か
ら
連
邦
制
の
あ
る
べ
き
姿
を

論
じ
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
政
治
形
態
、
例
え
ば
連
邦
制
と
民
主
主

義
的
な
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
こ
れ
ら
は
共
に
大
き
な
課
題
で
あ
っ
て
、
佐
藤
君
が
引
き
続

き
時
間
を
か
け
て
今
後
追
求
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
連
邦
制
と
い
う

政
治
学
上
の
古
典
的
問
題
を
、
公
共
選
択
論
と
い
う
新
し
い
手
法
に

よ
っ
て
分
析
し
た
同
君
の
業
績
は
学
位
に
充
分
値
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
。

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
審
査
員
一
同
は
佐
藤
公
俊
君
に
博
士
（
法

学
）
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当
と
判
断

す
る
。

平
成
一
二
年
四
月
二

主
査

副
査

副
査

日

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
経
済
学
博
士

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

田
中
　
　
宏

根
岸
　
　
毅

霜
野
　
壽
亮
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