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特別記事

大
森
正
仁
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
大
森
正
仁
君
が
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「
国
際
責
任
の
履

行
に
お
け
る
賠
償
に
つ
い
て
」
は
、
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
国
際
責
任

法
を
追
求
し
て
き
た
同
君
の
現
段
階
に
お
け
る
集
大
成
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
り
、
国
際
責
任
法
研
究
に
対
す
る
貴
重
な
貢
献
と
し
て

評
価
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

問
題
の
所
在

第
一
部
国
際
責
任
法
の
発
展

　
第
一
章
　
国
際
責
任
法
の
法
典
化
作
業

　
　
第
一
節
責
任
法
に
関
す
る
法
典
化
作
業
の
種
類

　
　
第
二
節
　
国
際
連
盟
に
お
け
る
法
典
編
纂

　
　
第
三
節
　
国
連
国
際
法
委
員
会
の
法
典
化
作
業

　
第
二
章
　
国
際
法
学
説
に
お
け
る
責
任
法
の
位
置

　
　
第
一
節
　
一
八
世
紀
ま
で
の
国
際
責
任
論

　
　
第
二
節
　
ヘ
フ
タ
ー
、
ト
リ
ー
ペ
ル
以
後
の
国
際
責
任
論

　
　
第
三
節
　
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
の
国
際
責
任
論

　
　
第
四
節
第
】
次
大
戦
後
の
国
際
責
任
論

　
第
三
章
　
第
一
次
規
範
と
国
際
責
任
法

　
　
第
一
節
　
宇
宙
法

　
　
第
二
節
　
戦
争
法
・
武
力
紛
争
法

第
二
部
　
国
際
責
任
の
履
行
方
式

　
第
一
章
　
履
行
方
式
の
種
類

　
　
第
一
節
　
違
反
行
為
の
停
上

　
　
第
二
節
　
原
状
回
復

　
　
第
三
節
　
金
銭
賠
償

　
第
二
章
　
懲
罰
的
損
害
賠
償

　
　
第
一
節
　
国
際
的
事
例
に
お
け
る
取
扱

　
　
第
二
節
　
学
説
の
動
向

　
　
第
三
節
　
法
典
化
作
業
に
お
け
る
取
扱

　
　
第
四
節
　
評
価

　
第
三
章
　
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン

　
　
第
一
節
金
銭
に
よ
ら
な
い
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン

　
　
第
二
節
　
金
銭
に
よ
る
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン

　
　
第
三
節
　
宣
言
判
決

　
　
第
四
節
　
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
の
意
義

第
三
部
　
国
際
責
任
の
履
行
に
お
け
る
賠
償
の
意
義
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第
一
章
二
重
の
機
能
か
ら
み
た
賠
償
の
意
義

　
第
一
節
も
と
の
状
態
へ
の
復
帰

　
第
二
節
　
法
秩
序
の
維
持

　
第
三
節
　
国
際
法
に
お
け
る
「
国
の
国
際
犯
罪
」
概
念

第
二
章
　
賠
償
と
対
抗
措
置

　
第
一
節
対
抗
措
置
の
意
義

　
第
二
節
　
法
典
化
作
業
に
お
け
る
取
扱

　
第
三
節
　
賠
償
と
対
抗
措
置
の
関
係

結
語

参
考
文
献
・
資
料

　
国
際
遵
法
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
国
家
の
国
際
責
任
を
扱

う
国
家
責
任
法
の
分
野
は
国
際
法
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題
で
あ

る
が
、
本
論
文
は
こ
の
問
題
に
国
際
責
任
の
履
行
（
あ
る
い
は
解

除
）
の
方
法
の
法
的
性
質
と
い
う
側
面
か
ら
接
近
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
国
際
責
任
法
は
、
一
般
に
、
国
際
法
を
大
き
く
二
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。
第
一
は
、
国
家
に
実
体
的
な

義
務
を
課
し
、
国
家
の
行
為
の
合
法
性
を
基
準
づ
け
る
規
範
（
第
一

次
規
範
、
蜜
目
㊤
曙
歪
一
①
）
で
あ
り
、
第
二
は
、
実
体
的
な
義
務
へ

の
逮
反
が
あ
っ
た
場
合
の
国
家
の
国
際
責
任
の
発
生
お
よ
び
解
除
に

関
す
る
規
範
（
第
二
次
規
範
、
ω
Φ
8
巳
四
身
『
巳
①
）
で
あ
る
。
現
在
、

国
連
の
国
際
法
委
員
会
で
審
議
中
の
「
国
家
責
任
条
文
草
案
」
は
、

こ
の
区
分
を
前
提
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
第
二
次
規
範
を
扱
う
も
の
と

し
て
作
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
国
際
責
任
の
発
生
要

件
あ
る
い
は
遵
法
性
阻
却
事
由
に
関
す
る
規
則
と
と
も
に
、
国
際
責

任
の
履
行
（
あ
る
い
は
解
除
）
の
方
法
に
関
す
る
規
則
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
第
一
次
規
範
と
第
二
次
規
範
と
を
区
別

し
て
、
も
っ
ぱ
ら
後
者
の
み
を
法
典
化
す
る
と
い
う
作
業
が
実
際
に

可
能
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
疑
問
が
出
さ
れ
て

い
る
。
本
論
文
は
、
第
二
次
規
範
の
う
ち
、
と
く
に
国
際
責
任
の
履

行
（
あ
る
い
は
解
除
）
の
法
的
性
質
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

国
家
責
任
法
の
基
本
的
な
問
題
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

国
際
法
の
実
体
的
な
義
務
へ
の
違
反
と
国
家
責
任
の
履
行
（
あ
る
い

は
解
除
）
の
方
式
と
は
、
国
際
法
の
個
別
分
野
に
応
じ
て
必
ず
し
も

同
一
で
は
な
く
、
ツ
て
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
応
じ
て
多
様
な
展
開
を
見
せ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
個
別
の
分
野
に
お
け
る
国
際
責
任
の
履

行
（
あ
る
い
は
解
除
）
の
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ

の
議
論
に
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
本
論
文
の
着

想
の
原
点
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
問
題
関
心
を
受
け
て
、
本
論
文
の
第
一
部
「
国
際
責
任

法
の
発
展
」
で
は
、
国
家
責
任
法
の
体
系
的
発
展
を
学
説
の
発
展
と

法
典
化
作
業
と
の
両
者
に
注
目
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
と
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く
に
国
家
責
任
法
の
法
典
化
作
業
に
お
け
る
第
二
次
規
範
へ
の
集

中
・
特
化
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
か
を
、
学
説
と
法
典
化
作
業

が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぽ
し
合
っ
て
き
た
か
と
い
う
観
点

か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
先
ず
、
こ
れ
ま
で

の
国
際
連
盟
及
び
国
際
連
合
に
お
け
る
国
際
責
任
法
の
法
典
化
作
業

の
概
略
を
示
す
と
と
も
に
、
「
法
典
化
作
業
」
の
意
味
に
つ
い
て
も

考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
（
第
一
章
）
。
学
説
に
関
し
て
は
、
国
際

責
任
法
を
独
自
の
法
分
野
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
体
系
化
が
始
め
ら

れ
た
時
期
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
降
に
お
い
て
、

学
説
の
変
遷
が
法
典
化
作
業
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
い
る
（
第
二
章
）
。
以
下
、
も
う
少

し
詳
細
に
そ
れ
ら
の
内
容
を
眺
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
一
九
三
〇
年
の
ハ
ー
グ
法
典
編
纂
会
議
で
は
、
三
つ
の
法
典
編
纂

の
主
題
の
一
つ
と
し
て
国
の
責
任
が
選
ば
れ
た
が
、
そ
の
対
象
は
外

国
人
の
身
体
又
は
財
産
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
国
の
責
任

で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
国
際
連
盟
に
お
け
る
法
典
編
纂
に
つ
い
て
、

一
九
二
九
年
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
会
議
の
概
略
を
見
る
こ
と
に
よ

り
、
「
外
国
人
の
取
扱
」
の
主
題
の
下
て
作
成
さ
れ
よ
う
と
し
た
条

約
規
定
の
意
味
を
検
討
し
、
ま
た
、
国
際
法
に
お
け
る
国
際
責
任
法

が
法
典
化
の
場
面
で
外
国
人
の
取
扱
を
め
ぐ
る
規
定
か
ら
第
二
次
規

範
へ
と
移
行
し
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
同
会
議
が
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
考
察
し
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、

現
在
の
国
際
責
任
論
の
「
源
流
」
に
踏
み
入
る
た
め
の
作
業
と
し
よ

う
と
意
図
す
る
。
パ
リ
外
交
会
議
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
外
国
人

の
取
扱
を
め
ぐ
る
実
体
規
定
に
つ
い
て
で
あ
り
、
各
国
が
国
内
に
お

い
て
外
国
国
民
、
外
国
企
業
に
ど
の
よ
う
な
取
扱
を
付
与
す
る
の
か
、

具
体
的
な
取
扱
の
基
準
が
間
題
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
多
数

国
間
条
約
作
成
の
試
み
は
、
翌
一
九
三
〇
年
の
「
外
国
人
の
受
け
た

損
害
」
か
ら
出
発
し
て
い
る
ハ
ー
グ
の
法
典
化
作
業
と
一
線
を
画
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
時
間
的
に
見
る
と
国
際
責
任
に
関
す
る
法

典
編
纂
の
対
象
が
「
外
国
人
の
取
扱
」
と
い
う
実
体
規
定
と
は
異
な

る
流
れ
の
中
で
、
す
で
に
一
九
三
〇
年
の
段
階
で
手
続
的
な
規
定
あ

る
い
は
第
二
次
規
範
へ
と
動
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
、
と

い
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
第
二
次
規
範
の
み
を
法
典
化
の
対
象
と
し
よ

う
と
す
る
現
在
の
国
連
国
際
法
委
員
会
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と
は

対
極
を
な
し
て
い
る
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
法
典
化
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の
が
何
故
法
典
化

の
テ
ー
マ
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
に
つ
い
て
個
別
の
主
題
に
関
し
て

検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
と
法
の
つ
な
が
り
の
一
断
面
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
現
代
国
際
法
に
お
け
る
国
際
責
任

の
問
題
に
つ
い
て
、
一
九
三
〇
年
の
ハ
ー
グ
国
際
法
典
編
纂
会
議
へ

の
動
き
の
中
で
、
国
の
国
際
責
任
の
問
題
が
外
国
人
の
待
遇
の
問
題
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と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
点
に
注
目
し
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
同
会
議
の
議
題
の
一
つ
と
し
て
、
自
国
領
域
内

で
外
国
人
の
身
体
又
は
財
産
の
被
っ
た
損
害
に
対
す
る
国
の
国
際
責

任
の
問
題
が
選
ば
れ
た
が
、
こ
の
議
題
が
選
ば
れ
た
要
因
と
し
て
は
、

第
一
に
時
間
的
要
因
、
第
二
に
問
題
の
成
熟
の
程
度
、
第
三
に
問
題

の
緊
急
性
が
考
え
ら
れ
た
が
、
第
一
の
要
因
は
第
三
の
要
因
に
含
ま

れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
第
二
及
び
第
三
の
要
因
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
る
。
外
国
人
の
身
体
又
は
財
産
の
受
け
た
損
害
に
対
す
る
国
の

責
任
の
間
題
は
、
在
外
自
国
民
の
外
交
的
保
護
の
問
題
と
重
複
し
て

お
り
、
従
っ
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
時
代
に
こ
の
問
題
は
法
典
化
の

対
象
と
な
る
に
適
す
る
ほ
ど
そ
の
先
例
、
国
際
実
行
が
存
在
し
た
点

に
お
い
て
成
熟
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
法
典
化
が
急
務
で
あ
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
も
、
前
記
の
要
因
と
同
様
に
外
交
的
保
護
の
問
題
と

密
接
な
係
わ
り
合
い
を
有
し
て
い
る
。
即
ち
、
外
交
的
保
護
も
外
国

人
が
受
け
た
損
害
に
よ
る
国
の
責
任
の
問
題
も
、
人
ま
た
は
物
の
国

際
的
移
動
が
な
け
れ
ば
問
題
に
な
り
得
な
い
が
、
こ
の
動
き
は
一
九

世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
一
層
増
加
の
傾
向
に
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
諸
国
間
に
お
け
る
人
ま
た
は
物
の
移
動
が
増
え
る
の
に
つ
れ
、

ま
す
ま
す
法
典
化
の
緊
急
性
が
認
め
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

更
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
成
熟
性
と
緊
急
性
と
を
取
り
巻
く

状
況
が
、
一
九
世
紀
以
降
の
外
交
的
保
護
に
関
連
し
て
、
対
外
的
な

資
本
の
投
下
と
国
の
手
中
へ
の
権
力
の
強
大
な
集
中
に
よ
り
特
徴
づ

け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
要
因
に
よ

る
法
典
化
の
対
象
の
限
定
は
、
法
と
社
会
と
の
繋
が
り
の
一
局
面
で

も
あ
る
法
典
化
の
一
特
性
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

法
典
化
の
対
象
と
さ
れ
た
責
任
の
問
題
の
背
景
と
し
て
の
国
際
社
会

が
、
そ
の
基
礎
に
お
い
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
と

き
、
法
典
化
の
対
象
は
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
側
面
を
も
ち
、
そ
の

際
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
法
典
化
を
中
心

と
し
て
考
察
し
て
き
た
国
の
国
際
責
任
の
理
論
の
継
続
性
の
問
題
で

あ
り
総
合
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
が
本
論
文
に
お
い
て
、
こ

れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
責
任
に
関
す
る
国
連
の
国
際
法
委
員
会
で
の

作
業
を
執
拗
に
思
え
る
ほ
ど
綿
密
に
追
い
か
け
て
い
る
の
は
、
そ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
国
際
法
委
員
会
で
は
、
国
際
遵

法
行
為
に
よ
り
生
す
る
国
の
国
際
責
任
の
主
題
と
並
行
し
て
、
一
九

八
O
年
よ
り
国
際
法
上
の
適
法
行
為
よ
り
生
ず
る
賠
償
責
任
（
一
幣

σ
ま
昌
）
も
法
典
化
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。

　
第
二
章
は
、
国
際
法
学
説
に
お
け
る
責
任
法
の
位
置
に
つ
い
て
論

じ
る
。
責
任
法
を
独
自
の
法
分
野
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
一
九
世
紀
後
半
か
ら
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
一
八
世
紀
ま
で
の

国
際
責
任
論
に
つ
い
て
、
責
任
論
そ
の
も
の
の
理
論
化
を
目
指
し
て

い
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
外
国
人
の
取
扱
、
通
商
、
外
交
、
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戦
争
と
い
っ
た
分
野
に
お
い
て
発
達
し
た
規
則
の
中
で
、
国
際
法
の

違
反
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
法
的
構
成
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
時
代
の
責
任
の
問
題
を
認
識
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ゲ
ン
チ
リ
、
グ
ロ

テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
等
の
所
説
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、

国
際
法
の
責
任
理
論
に
部
分
的
に
せ
よ
独
立
の
地
位
を
与
え
て
言
及

し
て
い
る
一
九
世
紀
の
文
献
に
比
し
て
、
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
が
一

九
〇
二
年
に
著
し
た
責
任
に
関
す
る
論
考
は
、
責
任
理
論
一
般
を
意

識
的
に
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
客
観
責
任
主
義
の
採
用
、
賠

償
の
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
、
並
び
に
一
般
理
論
の
構
築
が
特
徴
的

な
点
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
に
つ
い
て
分
析
が
加

え
ら
れ
、
続
い
て
第
一
次
大
戦
後
の
国
際
責
任
論
に
つ
い
て
概
観
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
学
説
の
動
向
を
概
観
す
る
と
、
責
任
理
論
の

取
扱
が
国
際
法
に
お
い
て
大
き
く
変
化
し
た
の
は
ヘ
フ
タ
ー
を
始
め

と
す
る
学
者
が
責
任
理
論
を
独
立
し
て
取
り
上
げ
て
以
降
、
理
論
的

な
精
緻
化
が
ア
イ
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
れ
が
国
連

の
国
際
法
委
員
会
の
法
典
化
に
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
過
失
責
任
主
義
に
立
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
特
別
報
告
者
の

ア
ゴ
ー
は
、
法
典
化
作
業
に
お
い
て
は
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
に
近
い

立
場
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
の
主
張

し
た
無
過
失
責
任
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
責
任
論
の
第
二
次
規
範

の
み
の
法
典
化
を
目
指
し
た
と
す
れ
ば
、
現
在
国
際
法
委
員
会
が
行

っ
て
い
る
法
典
化
作
業
に
ア
ゴ
ー
を
通
し
て
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ
は

大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
、
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。

　
論
文
は
更
に
、
法
典
化
作
業
と
学
説
の
相
互
の
影
響
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
著
者
は
、
法
典
化
の
意
義
は
や
は
り
国
連
憲

章
作
成
時
の
理
解
の
よ
う
に
、
国
際
立
法
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の

よ
う
な
性
質
を
志
向
し
た
作
業
で
あ
り
、
外
交
会
議
へ
の
橋
渡
し
と

し
て
、
各
国
政
府
の
立
場
か
ら
は
距
離
を
お
い
た
草
案
作
成
作
業
を

そ
の
第
一
の
目
的
と
す
る
、
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
は
、
現
在
の
責
任
理
論
の
展
開
に
お
い
て
、
困
難
で
あ
る
と
は

い
え
、
学
説
と
法
典
化
作
業
の
相
互
関
係
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有

し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
依
然
と
し
て
注
目
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
第
三
章
は
、
第
一
次
規
範
と
国
際
責
任
法
に
つ
い
て
論
じ
る
。
第

二
次
規
範
と
し
て
の
国
際
責
任
法
の
存
在
は
、
第
一
次
規
範
に
お
け

る
国
際
責
任
に
関
す
る
規
定
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
一
般
原
則
と
し
て
特
別
な
規
定
の
存
在
し
な
い
場
合
の
補

完
的
な
規
則
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
次
規
範

の
中
で
規
定
さ
れ
て
い
る
責
任
規
則
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
宇
宙
法
と
戦
争
法
・
武
力
紛

争
法
の
分
野
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
お
け
る
責
任
規
則
の
特
徴
に
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関
し
て
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
新
し
く
登
場
し
て
き
た
宇
宙
法
の
体
系
に
お
い
て
、
国
の
国
際
責

任
は
い
か
な
る
特
徴
的
な
構
造
を
有
し
て
い
る
か
。
本
論
文
で
は
、

宇
宙
活
動
を
め
ぐ
る
国
の
責
任
に
関
す
る
国
際
法
の
展
開
と
し
て
、

宇
宙
条
約
（
一
九
六
七
年
）
以
前
、
宇
宙
条
約
及
び
宇
宙
損
害
責
任

条
約
（
一
九
七
二
年
）
な
ど
に
お
け
る
諸
特
徴
に
触
れ
、
特
に
、
宇

宙
損
害
賠
償
条
約
の
最
大
の
特
徹
が
無
過
失
責
任
の
原
則
を
導
入
し

て
い
る
点
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
こ
の
分
野
に

お
け
る
法
体
系
が
既
存
の
国
際
法
と
ど
の
よ
う
な
関
係
・
繋
が
り
を

有
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
特
に
保
証
責
任
（
国
が
特
定

の
活
動
に
つ
い
て
国
際
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
責

任
）
と
損
害
賠
償
責
任
の
両
者
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。
宇

宙
活
動
に
つ
い
て
は
、
国
へ
の
責
任
集
中
と
い
う
脈
格
の
中
で
保
証

責
任
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
保
証
責
任
と
い
う
概
念
は
、

国
際
法
に
お
け
る
責
任
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
は
疑
問
の
生
ず
る
余
地

が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
、
国
の
国
際
責
任
に
関
す
る
法

典
化
作
業
を
続
け
て
い
る
国
連
国
際
法
委
員
会
の
準
備
し
た
草
案
で

は
、
ま
ず
国
の
国
際
法
上
の
義
務
が
存
在
し
、
当
該
義
務
の
不
履
行

に
よ
り
国
の
国
際
責
任
が
生
ず
る
と
基
本
的
に
は
考
え
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
と
、
保
証
責
任
と
は
、
条
約
上
、
各
国
に

保
証
の
義
務
を
課
す
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
一
般
的
な
用
語
法
と

し
て
原
則
あ
る
い
は
目
標
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
る
の

か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
宇
宙
法
の
分
野
で
は
、
保
証
責
任

に
つ
い
て
は
、
損
害
賠
償
責
任
と
異
な
り
詳
細
な
条
約
規
定
が
存
在

せ
ず
、
ま
た
、
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
の
解
決
手
続
も
宇
宙
条
約
に

お
い
て
は
不
明
確
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
次
い
で
、
戦
争
法
・
武
力
紛
争
法
に
お
け
る
国
の
国
際
責
任
に
関

す
る
規
則
の
発
展
を
、
一
九
〇
七
年
の
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る

条
約
（
第
三
条
）
、
一
九
七
七
年
の
第
一
追
加
議
定
書
（
第
九
一
条
）

な
ど
か
ら
辿
り
、
こ
れ
ら
の
国
の
責
任
に
関
す
る
規
定
が
責
任
理
論

と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
仕
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
、

責
任
論
が
第
二
次
規
範
を
目
指
し
た
こ
と
に
よ
り
、
戦
争
法
・
武
力

紛
争
法
も
責
任
法
理
論
の
影
響
を
受
け
つ
つ
あ
る
、
と
判
断
し
て
い

る
。
個
人
の
被
っ
た
損
害
か
ら
生
ず
る
責
任
に
関
し
て
は
戦
争
を
除

外
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
責
任
論
が
一
般
原
則
を
目
指
し
た
こ
と

か
ら
様
々
な
分
野
で
の
検
討
が
可
能
に
な
り
、
戦
争
法
・
武
力
紛
争

法
に
お
い
て
も
国
際
責
任
法
の
発
展
を
踏
ま
え
た
研
究
が
行
わ
れ
て

お
り
、
一
九
〇
七
年
条
約
、
一
九
七
七
年
条
約
を
こ
の
責
任
論
の
一

般
原
則
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
う
る
情
況
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る

と
み
る
。

　
本
論
文
の
第
二
部
は
、
国
際
責
任
の
履
行
方
式
に
つ
い
て
論
じ
る
。

一
般
に
、
国
際
法
違
反
に
対
す
る
救
済
を
自
助
以
外
に
求
め
る
方
法
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と
し
て
は
、
外
交
経
路
、
交
渉
、
調
停
、
仲
裁
、
司
法
裁
判
な
ど
の

方
法
を
通
し
て
、
違
法
行
為
の
停
止
、
課
さ
れ
て
い
る
義
務
の
履
行
、

違
反
前
の
状
態
の
回
復
、
生
じ
た
損
害
の
賠
償
、
陳
謝
・
責
任
者
の

処
罰
・
権
利
義
務
の
宣
言
の
形
態
を
含
む
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン

な
ど
を
求
め
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
第
一
章
は
、
こ
の
う
ち
国
際
責
任
の
履
行
（
一
ヨ
巳
o
ヨ
①
日
甲

試
9
）
の
方
式
の
部
分
に
焦
点
を
当
て
、
賠
償
の
問
題
を
取
り
扱
う
。

国
際
義
務
違
反
と
な
る
国
際
法
主
体
に
帰
属
す
る
行
為
に
よ
り
生
じ

た
責
任
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
履
行
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
責
任
履
行
の
方
式
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
・
機
能
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
各
々
に
つ
い
て
学
説
、
判
例
、
条
約
、
法
典
化
作

業
、
諸
国
の
実
行
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
、
賠
償

の
各
形
態
問
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
う

え
で
、
賠
償
が
国
際
法
上
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
の
が
著
者
の
立
場
で
あ
る
。
な
お
、
国
際
責
任
の
問
題

は
ま
た
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。
国
際
責
任
の
法
理
が
非
司
法
的
解
決
手
続
き
に
ま
で
浸

透
し
う
る
か
の
問
題
は
、
各
解
決
手
段
ご
と
に
救
済
方
法
を
検
討
す

る
こ
と
を
必
要
と
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
交
渉
手
続
き
に
よ
る
解
決

に
お
い
て
責
任
理
論
が
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

解
決
が
責
任
理
論
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。

　
「
違
法
行
為
の
停
止
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
性
格

を
有
す
る
か
と
い
う
問
題
と
と
も
に
、
こ
の
概
念
を
踏
ま
え
た
責
任

の
発
生
・
履
行
に
関
す
る
問
題
が
生
ず
る
。
違
法
行
為
の
「
停
止
義

務
」
が
あ
り
、
更
に
こ
の
停
止
義
務
違
反
が
国
際
違
法
行
為
と
捉
え

ら
れ
、
こ
れ
か
ら
責
任
が
生
ず
る
と
い
う
法
的
構
成
を
す
る
の
か
、

元
々
の
義
務
違
反
に
含
ま
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
継
続
的

性
質
の
行
為
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
を
含
め
て
問
題
と
な
る
。

そ
し
て
、
違
法
行
為
の
停
止
が
単
な
る
二
国
問
関
係
で
な
く
、
違
法

行
為
国
と
国
際
共
同
体
の
他
の
メ
ン
バ
ー
と
の
関
係
で
あ
り
、
被
害

国
以
外
に
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
違
法
行
為
の
停
止
が
被
害
国
の
要
求
を
必
要
と

し
な
い
こ
と
に
も
現
れ
て
お
り
、
国
際
法
秩
序
の
回
復
と
い
う
観
点

か
ら
、
違
法
行
為
の
停
止
は
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

　
「
原
状
回
復
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
賠
償
の
一
方
式
で
あ
る
こ

と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
に
及

び
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
の
か
に
つ
い
て
学
説
・
慣
行
は
一
致
し

て
い
な
い
。
原
状
回
復
に
つ
い
て
は
、
被
害
国
が
金
銭
賠
償
に
代
え

て
原
状
回
復
を
得
る
こ
と
か
ら
獲
得
す
る
利
益
と
、
違
法
行
為
国
の

負
担
と
が
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点
が
注

目
さ
れ
る
。
原
状
回
復
に
こ
の
条
件
が
付
さ
れ
た
背
景
に
は
、
被
害
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国
が
過
度
の
要
求
を
行
っ
て
利
益
を
得
る
よ
う
な
状
況
を
も
た
ら
し

て
は
な
ら
な
い
と
の
考
慮
が
働
い
て
お
り
、
従
っ
て
、
本
来
二
国
間

関
係
か
ら
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
特
定
の
状
況
に
国
際
的
観
点
か
ら
の

制
限
を
加
え
て
い
る
の
が
こ
の
バ
ラ
ン
ス
の
考
慮
で
あ
る
と
解
さ
れ

る
。
更
に
、
違
法
行
為
の
重
大
性
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
の

考
慮
が
二
国
間
関
係
か
ら
違
法
行
為
国
と
他
の
諸
国
・
国
際
法
主
体

と
の
問
の
も
の
に
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
方
式
の
も
た

ら
す
の
は
違
法
行
為
の
な
か
っ
た
場
合
の
状
況
で
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
が
同
時
に
国
際
法
秩
序
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
も
評
価
さ
れ
よ

う
。　

国
際
違
法
行
為
に
伴
う
最
も
一
般
的
な
方
法
で
あ
る
「
金
銭
賠

償
」
に
関
し
て
は
、
判
例
は
豊
富
に
あ
り
詳
し
い
研
究
も
な
さ
れ
て

き
て
い
る
が
、
個
別
の
事
例
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
適
用
す
べ
き
原

則
が
成
立
し
て
い
る
の
か
は
明
確
と
は
い
え
ず
、
そ
れ
は
、
各
事
例

に
お
い
て
、
紛
争
当
事
国
が
適
用
す
る
規
則
を
個
別
に
合
意
し
う
る

こ
と
か
ら
↓
層
助
長
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
論
文
で
は
、
金
銭
賠

償
を
め
ぐ
る
問
題
点
と
し
て
、
間
接
損
害
、
利
子
・
逸
失
利
益
、
保

険
制
度
（
特
に
航
空
・
宇
宙
活
動
と
の
関
連
に
お
い
て
）
、
損
害
額

の
算
定
基
準
に
関
す
る
国
際
判
例
、
恩
恵
に
よ
る
（
簑
鷺
ミ
鞘
）

支
払
い
な
ど
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
及
び
第
三
章
に
お
い
て
は
、
賠
償
と
の
関
連
で
問
題
と
さ

れ
て
い
る
懲
罰
的
損
害
賠
償
、
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
、
宣
言
判

決
を
取
り
上
げ
て
詳
述
し
、
こ
れ
ら
の
手
段
の
賠
償
に
お
け
る
位
置

づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
国
際
法
上
の
「
懲
罰
的
損
害
賠
償
」

に
関
し
て
、
判
例
・
学
説
に
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
と
否
定
的

な
も
の
と
が
あ
る
が
、
著
者
は
、
国
際
責
任
論
の
賠
償
と
い
う
枠
組

の
中
で
、
こ
の
概
念
の
国
際
法
に
お
け
る
意
味
を
整
理
し
よ
う
と
試

み
る
。
賠
償
に
は
金
銭
賠
償
と
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
シ
ョ
ン
が
含
ま

れ
る
が
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
が
ど
ち
ら
に
分
類
さ
れ
る
の
か
を
見
て

行
く
こ
と
に
よ
り
、
国
際
法
に
お
け
る
賠
償
の
位
置
づ
け
に
触
れ
て

い
る
。
ま
た
、
金
銭
賠
償
の
場
合
と
同
様
に
、
法
典
化
作
業
に
お
け

る
こ
の
問
題
の
取
扱
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
い
る
（
な
お
、
国
際

法
委
員
会
の
法
典
化
作
菜
で
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
自
体
に
は
否
定

的
な
立
場
が
執
ら
れ
て
い
る
）
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
て
次
の

点
が
指
摘
さ
れ
る
。
各
国
の
力
関
係
を
反
映
し
て
、
強
者
の
弱
者
に

対
す
る
過
度
の
賠
償
要
求
に
繋
が
る
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
国
際

社
会
も
、
二
国
間
関
係
の
蜘
蛛
の
巣
的
状
態
に
あ
る
間
は
、
国
際
社

会
の
利
益
を
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
、
ま
た
、
国
際
仲
裁
に
お
い
て
、
仲
裁
の
管
轄
権
が
通
常
は
生

じ
た
損
害
の
賠
償
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
懲
罰
的
損

害
賠
償
の
決
定
を
下
す
傾
向
に
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国

際
社
会
が
諸
国
の
間
に
共
通
の
利
益
を
強
く
認
識
し
、
共
通
の
価
値
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の
実
現
の
た
め
に
協
力
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
の

実
現
可
能
性
を
考
え
る
意
味
が
出
て
く
る
。
更
に
、
国
際
法
の
特
定

分
野
で
の
発
達
が
共
通
の
利
益
の
実
現
を
強
く
目
指
し
て
い
る
時
に

は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
制
度
は
効
果
的
な
違
法
行
為
に
対
す
る
抑

止
の
効
果
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
得
る
。
侵
略
戦
争
禁
止
、
植
民
地

支
配
、
人
問
の
生
存
、
そ
し
て
環
境
に
関
連
し
た
国
際
法
の
規
定
が

問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
国
際
法
規
定
が
違
反
行
為
の
発
生
を
強

く
非
難
す
る
も
の
と
な
り
、
か
つ
、
第
三
者
機
関
で
あ
る
仲
裁
裁
判
、

請
求
委
員
会
な
ど
の
紛
争
解
決
手
続
の
発
達
が
伴
う
こ
と
に
よ
り
濫

用
の
危
険
が
少
な
く
な
る
場
合
に
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
制
度
の

発
展
を
促
す
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
立
場
に
立
つ
場

合
で
あ
っ
て
も
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
法
的
意
味
を
責
任
論
の
賠
償

に
関
す
る
構
造
の
ど
の
部
分
に
位
置
づ
け
る
か
の
理
論
的
問
題
が
残

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ

ョ
ン
の
一
部
と
す
る
か
、
賠
償
算
定
の
際
に
考
慮
す
べ
き
点
と
す
る

か
の
問
題
で
も
あ
る
。
結
局
、
著
者
の
見
解
で
は
、
国
際
社
会
に
お

け
る
主
権
国
の
存
在
と
各
国
の
共
通
利
益
へ
の
強
い
関
心
を
考
慮
す

る
と
き
、
二
国
間
の
関
係
に
お
い
て
共
通
の
利
益
を
達
成
す
る
た
め

の
一
つ
の
方
式
と
し
て
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
考
え
る
こ
と
は
有
用
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
定
国
際
法
規
が
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
採
用

し
う
る
か
は
慎
重
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

　
「
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
」
（
o
。
讐
裂
霧
試
o
コ
）
と
は
、
一
般
的

に
は
、
生
じ
た
損
害
を
物
質
的
損
害
と
精
神
的
・
非
物
質
的
損
害
と

に
分
類
し
、
国
に
対
し
て
生
じ
た
物
質
的
損
害
に
つ
い
て
は
原
状
回

復
、
金
銭
賠
償
に
よ
り
、
ま
た
精
神
的
・
非
物
質
的
損
害
に
つ
い
て

は
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
陳
謝
・

責
任
者
の
処
罰
、
再
発
の
防
止
、
金
銭
の
支
払
い
の
他
に
、
こ
の
よ

う
な
物
理
的
・
財
政
的
損
害
以
外
の
国
際
違
法
行
為
に
よ
る
国
に
対

す
る
損
害
の
救
済
と
し
て
は
、
国
際
裁
判
所
に
よ
る
当
事
国
の
権
利

の
宣
言
、
国
際
機
構
に
よ
る
制
裁
、
責
任
を
有
す
る
国
に
よ
る
当
該

行
為
の
取
消
、
行
為
の
違
法
性
の
承
認
、
ま
た
は
当
該
行
為
が
違
法

で
あ
る
こ
と
の
国
際
機
構
に
よ
る
単
な
る
声
明
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
賠
償
方
法
は
、
そ
の
対
象
と
さ
れ
る
損
害
が
多
様
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
国
際
法
は
明
確
な
法
規
を
有
し
て
い
な
い
と
さ
れ
、

ま
た
主
観
的
な
評
価
が
な
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
も
解
さ
れ

て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
判

決
、
諸
国
の
実
行
、
法
典
化
作
業
、
学
説
等
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
法
的
性
質
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
は
、
一
般
的
に
は
、
金
銭
に
よ
ら
な
い

も
の
と
金
銭
に
よ
る
も
の
と
に
分
類
さ
れ
る
。
前
者
に
は
、
国
旗
へ

の
敬
礼
等
に
よ
る
陳
謝
、
関
係
者
の
処
罰
、
被
害
が
再
度
起
き
な
い

よ
う
再
発
防
止
の
措
置
を
執
る
と
い
っ
た
形
態
が
含
ま
れ
て
い
る
。
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後
者
に
つ
い
て
は
、
賠
償
の
形
態
と
し
て
な
さ
れ
る
金
銭
賠
償
と
は

区
別
さ
れ
た
金
銭
に
よ
る
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
か

否
か
が
問
題
と
な
る
。
「
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
」
の
性
質
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
が
補
償
的
な
も
の
か
懲
罰
的
な
も
の
と
解
す
る
か
の

問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
過
去
に
お
い
て
は
大
国
に
よ
り
濫

用
さ
れ
た
と
さ
れ
る
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
を
、
原
状
回
復
、
金

銭
賠
償
と
同
様
に
、
違
法
行
為
の
な
さ
れ
る
以
前
の
状
態
を
再
現
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
と
ら
え
、
原
状
回
復
、
金
銭
賠
償
に
よ
っ

て
は
な
お
賠
償
さ
れ
得
な
い
場
合
に
補
足
的
に
用
い
ら
れ
る
と
考
え

る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
な
さ
れ
た
違
法
行
為
に
対
す
る
懲
罰
の
要
素

を
有
す
る
と
解
す
べ
き
な
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
懲
罰
的
損
害

賠
償
の
動
向
と
と
も
に
、
国
の
精
神
的
損
害
も
ま
た
経
済
的
評
価
に

馴
染
む
も
の
と
さ
れ
る
の
か
を
踏
ま
え
て
判
断
し
て
行
く
べ
き
問
題

で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
な
お
、
「
宣
言
判
決
」
の
位
置
づ
け
に
関

し
て
は
、
紛
争
解
決
と
の
関
連
で
一
般
的
に
捉
え
る
立
場
に
加
え
て
、

こ
れ
を
責
任
の
履
行
の
方
式
と
し
て
捉
え
、
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ

ン
の
一
つ
の
方
式
と
し
て
認
め
る
考
え
方
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い

て
も
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
本
論
文
の
第
三
部
は
、
現
在
の
国
際
法
に
お
け
る
賠
償
の
機
能
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
賠
償
が
二
国
間
関
係
で
の
責
任
履
行
の
方
式
で

あ
る
と
い
う
理
解
は
、
そ
れ
と
同
時
に
、
国
際
社
会
で
の
秩
序
維
持

と
い
う
観
点
か
ら
賠
償
の
問
題
を
考
え
る
と
い
う
視
点
と
対
比
さ
れ

る
。
こ
れ
は
、
被
害
国
と
違
法
行
為
国
の
関
係
で
あ
る
二
国
間
関
係

で
の
責
任
規
則
の
適
用
が
、
国
際
法
違
反
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
状

況
を
回
復
さ
せ
る
が
、
国
際
社
会
全
体
か
ら
見
る
と
、
国
際
法
の
秩

序
維
持
の
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関

連
し
て
、
「
国
の
国
際
犯
罪
」
概
念
が
国
際
法
委
員
会
の
法
典
化
作

業
に
お
い
て
そ
の
対
象
と
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
違
法
行
為
の
停
止
、
再
発
防
止
、
原
状
回

復
、
金
銭
賠
償
、
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
賠
償
の
各
方
式
が
、

そ
れ
ぞ
れ
元
の
状
態
へ
の
復
帰
と
い
う
機
能
と
同
時
に
国
際
法
秩
序

の
維
持
と
い
う
働
き
を
も
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
二
重
の

機
能
か
ら
み
た
賠
償
の
意
義
）
。
こ
の
よ
う
に
、
違
法
行
為
国
と
被

害
国
と
の
間
で
の
賠
償
な
ど
の
措
置
が
、
二
国
問
の
関
係
を
越
え
て

国
際
社
会
、
国
際
共
同
体
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
行
く
こ
と
の
根
底

に
あ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
解
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
見
る
た
め
に
、

「
国
の
国
際
犯
罪
」
概
念
を
取
り
上
げ
て
、
当
該
概
念
と
個
人
の
国

際
犯
罪
概
念
と
の
関
係
、
強
行
規
範
と
の
関
係
、
国
連
と
の
関
係
、

訴
訟
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
特
に
、
訴
訟
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
民
衆
的
訴
訟
（
§
ぎ
b
選
ミ
ミ
琶
の
問

題
と
、
既
存
の
司
法
的
枠
組
以
外
の
新
た
な
枠
組
（
例
え
ば
、
公
訴

（
§
ぎ
b
ミ
ミ
帖
ミ
）
の
概
念
、
「
国
の
国
際
犯
罪
」
を
取
り
扱
う
裁
判
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所
の
実
現
可
能
性
）
に
関
す
る
諸
見
解
に
見
ら
れ
る
、
既
存
の
司
法

的
枠
組
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
の
限
界
と
新
た
な
責
任
体

系
の
出
現
の
認
識
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
際
責
任
に
関
す

る
国
際
法
委
員
会
草
案
が
「
国
の
国
際
犯
罪
」
の
用
語
を
用
い
な
く

な
っ
た
こ
と
は
、
国
際
社
会
の
現
在
の
状
況
を
反
映
す
る
も
の
で
は

あ
る
が
、
当
該
概
念
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
か

ら
は
、
ま
た
、
国
の
国
際
犯
罪
を
依
然
と
し
て
肯
定
す
る
立
場
が
あ

る
こ
と
か
ら
は
、
更
な
る
検
討
が
必
要
な
状
況
に
あ
る
、
と
判
断
し

て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
国
際
社
会
の
発
展
は
、
新
た
に
対
抗
措

置
と
の
関
係
で
賠
償
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
現
在
で

は
戦
争
、
武
力
行
使
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
は
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
国
際
社
会
は
国
際
法
の
遵
守
を
確
保
す
る
た

め
に
武
力
行
使
に
至
ら
な
い
対
抗
措
置
を
一
定
の
条
件
の
下
で
認
め

て
い
る
。
賠
償
と
対
抗
措
置
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
し
て
い
る
か
。

こ
こ
で
は
、
対
抗
措
置
が
、
違
法
行
為
国
と
被
害
国
の
関
係
、
ま
た

そ
の
両
者
を
含
む
国
際
社
会
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る

べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
国
際
法
委
員
会
の
条
文
草
案
で
は
、

対
抗
措
置
は
違
法
行
為
国
と
被
害
国
と
の
関
係
に
の
み
限
定
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
の
後
旧
第
一
九
条
（
国
の
国
際
犯
罪
）
と
の
関
係
に
お

い
て
、
特
定
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
国
も
対
抗
措
置
を

執
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
、
被
害
国
以
外
の
国
に
よ
る
対
抗
措

置
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
賠
償
を
介
し
て

の
間
接
的
な
秩
序
維
持
で
は
な
く
、
特
定
の
国
際
義
務
違
反
に
つ
い

て
で
は
あ
る
が
、
国
際
社
会
の
す
べ
て
の
国
が
対
応
す
る
こ
と
を
認

め
る
こ
と
に
よ
り
、
直
接
に
秩
序
維
持
を
可
能
と
す
る
も
の
と
解
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
二
〇
〇
一
年
に
採
択
さ
れ
た
条
文
に
お
い
て
も
、

あ
く
ま
で
も
対
抗
措
置
の
目
的
が
違
法
行
為
国
に
賠
償
を
含
む
新
た

な
義
務
の
履
行
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
あ
る
た
め
に
、
対
抗
措
置
を
採

る
こ
と
の
で
き
る
国
の
範
囲
を
拡
大
し
た
と
し
て
も
、
賠
償
の
性
質

を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
は
重
要
な
意
味
を
持
ち
続
け
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
国
際
責
任
の
履
行
に
お
け
る
賠
償
の
意
義
に
関
す
る
第
三
部
の
結

論
と
し
て
、
賠
償
と
責
任
の
関
係
、
及
び
第
一
次
規
範
に
お
け
る
賠

償
方
式
の
特
定
、
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
責
任
と
賠
償
と
を
考
え
る
と
、
国
際
法
体
系
の
回
復
機
能

を
担
っ
て
い
る
の
は
賠
償
に
他
な
ら
ず
、
責
任
の
発
生
は
そ
れ
自
体

が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
付
与
さ
れ
る
法
的
結
果
が
重
要
で

あ
り
、
賠
償
が
意
義
を
有
し
て
い
る
。
賠
償
は
、
生
じ
た
状
況
の
回

復
と
同
時
に
、
国
際
法
体
系
全
体
の
維
持
に
不
可
欠
な
も
の
と
解
さ

れ
、
そ
こ
で
の
責
任
の
履
行
方
式
と
し
て
の
賠
償
の
基
礎
は
国
際
法

秩
序
そ
の
も
の
に
あ
る
と
言
え
る
。

　
次
に
、
責
任
の
規
範
は
固
有
の
責
任
法
の
体
系
化
を
待
つ
こ
と
な

163



法学研究75巻6号（2002：6）

く
既
存
の
規
則
の
中
に
内
在
し
て
お
り
、
国
際
法
委
員
会
が
法
典
化

を
目
指
す
責
任
草
案
は
、
こ
の
よ
う
に
内
在
的
で
あ
っ
た
も
の
を
第

二
次
規
範
と
し
て
抽
出
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
責
任
規
則
の
明

確
化
は
ま
た
、
賠
償
に
関
す
る
規
定
の
法
典
化
を
も
た
ら
し
た
が
、

現
在
の
特
別
報
告
者
の
、
そ
し
て
国
際
法
委
員
会
の
動
き
は
、
争
点

と
な
っ
て
い
る
具
体
的
問
題
に
つ
い
て
解
決
す
る
こ
と
な
く
一
般

化
・
抽
象
化
を
進
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
最
終
的
な
意
思
決
定

が
現
在
で
も
国
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
問
違
い
な
く
、
合
意

可
能
な
条
文
内
容
に
し
よ
う
と
い
う
同
委
員
会
の
努
力
は
評
価
し
得

る
が
、
ど
こ
ま
で
国
際
法
の
発
展
か
ら
見
て
評
価
し
得
る
か
と
は
異

な
る
判
断
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

作
業
は
国
連
総
会
で
の
審
議
あ
る
い
は
外
交
会
議
に
委
ね
ら
れ
る
べ

き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
本
来
国
際
法
委
員
会
が
考
慮
す
べ
き
要
因

で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
、
と
い
う
。
他
方
、
責
任
法
の
発
展
と
い

う
観
点
か
ら
は
、
国
際
法
の
国
際
責
任
に
関
す
る
規
範
が
ど
の
よ
う

な
方
向
に
進
ん
で
行
く
の
か
が
注
目
さ
れ
る
。
第
二
次
規
範
で
は
な

く
、
第
一
次
規
範
に
お
い
て
採
択
さ
れ
て
き
た
責
任
に
関
す
る
条
項

の
、
更
に
は
、
賠
償
に
関
す
る
規
則
の
分
析
が
重
要
で
あ
る
と
解
す

る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　
個
別
分
野
に
お
い
て
採
択
さ
れ
る
条
約
の
中
で
責
任
に
関
す
る
規

則
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
条
約
の
例
と
し
て
本
論
文
で

は
宇
宙
法
、
戦
争
法
・
武
力
紛
争
法
が
検
討
さ
れ
た
が
、
更
に
海
洋

法
、
国
際
人
権
法
、
国
際
環
境
法
に
お
い
て
も
責
任
規
則
を
含
ん
だ

条
約
が
採
択
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
条
約
は
依
然
と

し
て
こ
の
よ
う
な
規
則
を
有
し
て
い
な
い
の
が
現
在
の
一
般
的
な
状

況
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
、
規
則
が
特
別
法
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い

な
い
分
野
あ
る
い
は
条
約
に
関
し
て
、
適
用
さ
れ
る
規
則
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
法
典
化
作
業
が
な
さ
れ
て
き

た
が
、
そ
の
抽
象
性
、
一
般
性
故
に
明
確
で
具
体
的
な
規
則
を
定
め

る
こ
と
が
困
難
と
さ
れ
、
ま
た
、
現
在
の
作
業
は
更
に
一
般
的
、
抽

象
的
な
規
定
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、

む
し
ろ
、
第
一
次
規
範
と
呼
ば
れ
る
分
野
と
一
線
を
画
し
た
第
二
次

規
範
の
み
を
国
際
法
委
員
会
が
対
象
と
し
て
い
る
の
と
並
行
し
て
、

各
条
約
に
お
い
て
責
任
原
則
に
言
及
し
、
そ
の
分
野
で
適
用
さ
れ
る

べ
き
規
則
を
個
別
具
体
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
、
最
終
的
に
は
責
任

制
度
の
発
展
に
お
い
て
望
ま
し
い
方
法
で
あ
る
。
責
任
法
を
第
二
次

規
範
と
し
て
と
ら
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
概
念
の
明
確
化
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
他
方
、
第
一
次
規
範
中
に
賠
償
規
定
を

含
む
責
任
規
則
を
設
け
る
こ
と
は
、
実
定
法
上
の
規
定
と
し
て
の
実

現
可
能
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
賠
償
の
観
点
か
ら
は
、
そ
の

形
式
は
第
一
次
規
範
の
内
容
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、

第
一
次
規
範
と
と
も
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
秩
序
維
持
と
い
う
点
か
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ら
も
望
ま
し
い
、
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。

　
以
上
、
大
森
正
仁
君
の
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
の
内
容
を

詳
細
に
眺
め
た
。
こ
の
研
究
は
、
義
務
違
反
か
ら
賠
償
の
義
務
が
生

ず
る
と
す
る
場
合
と
、
義
務
違
反
か
ら
責
任
が
発
生
し
、
そ
れ
を
履

行
す
る
た
め
に
賠
償
を
行
お
う
す
る
こ
と
の
差
異
は
ど
の
よ
う
な
点

に
あ
る
か
、
ま
た
、
賠
償
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
国
際
法
に
お
い
て
い

か
な
る
内
容
と
種
類
と
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
位
置
づ
け
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
か
、
賠
償
の
機
能
は
、
な
さ
れ
た
違
法
行
為
か
ら
生

じ
た
状
況
を
元
に
戻
す
こ
と
の
み
に
あ
る
の
か
、
国
際
社
会
に
お
け

る
国
際
法
秩
序
の
維
持
と
い
う
機
能
を
も
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
、

と
い
う
自
ら
の
問
い
掛
け
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
大
森
君
は
、
本
論

文
に
お
け
る
包
括
的
な
研
究
に
よ
っ
て
、
国
際
責
任
法
の
発
展
を
法

典
化
作
業
や
学
説
等
を
通
じ
て
眺
め
、
賠
償
に
関
す
る
法
典
化
作
業

と
国
際
判
例
・
国
際
事
例
の
分
析
を
行
い
、
現
在
の
国
際
法
に
お
け

る
賠
償
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問

い
に
応
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
た
め
に
、
内
外
の
関
連
文
献

を
丹
念
に
参
照
し
、
彩
し
い
数
量
の
学
説
・
判
例
・
事
例
・
国
際
文

書
を
縦
横
に
援
用
し
な
が
ら
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

同
君
の
緻
密
な
、
実
証
的
な
分
析
能
力
と
相
ま
っ
て
、
論
文
の
内
容

を
学
術
的
水
準
の
高
い
も
の
と
す
る
一
因
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、

国
際
法
に
お
け
る
責
任
に
関
す
る
法
規
範
が
国
際
社
会
の
成
立
・
発

展
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
、
国
際
社
会
の
変
化
を
国
際
法
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、

そ
の
規
範
内
容
に
い
か
な
る
形
式
で
反
映
さ
せ
て
き
た
の
か
を
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
と
自
ら
規
定
し
、
本
論
文
で
は
、
各
課
題
に
つ
い

て
、
常
に
国
際
社
会
の
構
造
や
そ
の
変
化
を
視
野
に
入
れ
る
研
究
姿

勢
が
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
分
野
の
研
究
対
象
が
、
国
家

を
め
ぐ
る
制
裁
・
国
際
犯
罪
な
ど
い
ず
れ
も
国
際
社
会
構
造
の
根
幹

に
触
れ
る
問
題
性
を
内
蔵
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
も
、
本
論
文
が
責
任
法
の
解
説
で
は
な
く
、
本
格
的
な
国
際

責
任
法
論
の
域
に
ま
で
至
っ
て
い
る
一
因
を
な
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。　

し
か
し
、
他
面
に
お
い
て
、
今
後
の
課
題
と
す
べ
き
も
の
も
あ
る
。

qD

国
連
国
際
法
委
員
会
の
草
案
作
成
作
業
は
二
〇
〇
一
年
に
終
了
し
、

そ
の
結
果
が
現
在
国
連
第
六
委
員
会
に
送
付
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文

は
、
国
際
法
委
員
会
の
作
業
の
最
終
段
階
直
前
ま
で
を
フ
ォ
ロ
ー
し

て
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
経
緯
と
結
果
に
つ
い
て
の
研
究
は
今
後

に
残
さ
れ
て
い
る
。
⑭
現
代
国
際
法
の
動
向
と
と
も
に
流
動
的
な
状

況
に
あ
る
国
際
責
任
論
に
は
、
多
様
な
法
的
問
題
が
輻
較
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
本
論
文
で
は
問
題
の
所
在
の
確
認
や
問
題
点
の

指
摘
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
る
部
分
が
見
受
け
ら
れ
な
く
も
な
い
。
今
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後
の
更
な
る
考
察
を
期
待
し
た
い
。
⑬
責
任
に
関
す
る
一
般
原
則
が

十
分
に
確
立
し
て
い
な
い
以
上
は
、
第
一
次
規
範
中
に
設
け
ら
れ
た

責
任
規
則
の
発
展
に
今
後
を
期
待
す
る
と
考
え
る
か
ら
に
は
、
本
論

文
で
取
り
上
げ
た
宇
宙
法
、
戦
争
法
・
武
力
紛
争
法
だ
け
に
と
ら
わ

れ
ず
、
海
洋
法
、
国
際
人
権
法
、
国
際
環
境
法
な
ど
、
責
任
規
則
を

含
ん
だ
条
約
を
採
択
し
て
い
る
他
の
諸
分
野
に
も
考
察
の
眼
を
向
け

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
分
野
を
追
求
す
る
専
門
的
な
研
究
者
が
決

し
て
多
く
は
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
、
現
代
国
際
法
に
お
け
る
国
際

責
任
法
の
独
自
の
理
論
的
体
系
化
を
目
指
し
て
、
大
森
君
に
期
待
す

る
と
こ
ろ
は
極
め
て
大
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
若
干
の
課
題
を
残
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
こ
と

は
本
論
文
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に

審
査
員
一
同
は
一
致
し
て
、
大
森
正
仁
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
で
あ
る
と
判
断
す
る

も
の
で
あ
る
。

平
成
一
四
年
二
月
二
〇
日

主
査

副
査
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鷹
義
塾
大
学
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学
部
教
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学
博
士

慶
鷹
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塾
大
学
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学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員

栗
林
　
忠
男

森
　
　
征
一

副
査

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治

学
研
究
科
教
授
法
学
博
士

奥
脇
　
直
也
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