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阿
久
沢
亀
夫
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
目
「
フ
ラ
ン
ス
公
共
労
働
の
基
本
間
題
」

こ
の
論
文
は
、

第第第第第第
六五四三二一
篇篇篇篇篇篇

　
こ
の
論
文
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
わ
け

従
来
深
い
関
心
を
示
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
に
お
け
る
公
共
労
働
関
係
に

つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
第
二
篇
、
第
五
篇
お
よ
び
第
六
篇
は
、
す
で
に
発
表

さ
れ
た
も
の
に
、
そ
の
後
の
研
究
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
篇
、
第

三
篇
お
よ
び
第
四
篇
は
、
新
た
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
．

　
ま
ず
、
序
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
共
労
働
者
の
概
念
規
定
を

行
な
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
共
労
働
者
は
、
一
般
労

働
法
お
よ
び
行
政
法
の
規
制
を
う
け
る
労
働
契
約
に
よ
つ
て
雇
用
さ
れ
る
公
務

員
と
一
般
労
働
法
の
み
に
ょ
つ
て
規
割
ざ
れ
る
職
員
と
に
大
別
さ
れ
る
」
と
し

　
　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

　
　
次
の
六
篇
か
ら
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
国
家
公
務
員
の
性
格
と
基
本
問
題

フ
ラ
ン
ス
地
方
公
務
員
の
労
働
者
性

フ
ラ
ン
ス
国
営
企
業
の
労
働
関
係
と
問
題
点

フ
ラ
ン
ス
公
共
労
働
者
に
お
け
る
ス
ト
規
制
の
法
理

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
争
議
権
の
構
造

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
使
協
議
制

　
　
筆
者
阿
久
沢
亀
夫
氏
の
労
働
法
研
究
に
お
い
て
、

て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
区
分
し
て
い
る
．

　
そ
の
一
は
、
公
務
員
（
夷
睾
諾
宴
暮
邑
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
以
下
の
五
種

の
も
の
か
ら
な
る
。
ω
官
吏
（
ま
ま
怠
。
霧
一
誘
）
、
㈲
地
方
官
吏
（
ま
琴
ぎ
壁
富
の

8
霞
茸
程
釜
）
、
㈹
公
共
企
業
体
お
よ
び
行
政
庁
の
特
別
職
員
（
轟
臼
駐
8
旨
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
勾

声
9
ま
ぼ
魯
母
o
詳
奢
臣
。
）
、
⑤
公
法
上
の
協
力
者
（
8
一
一
菩
。
蚕
8
弩
・
ω
自
巨
。
・
窪

母
。
一
ε
ぎ
浮
）
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
私
法
上
の
職
・
員
（
轟
霞
誌
号
母
。
罫

質
一
蒜
）
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
以
下
の
三
種
の
も
の
が
あ
る
。
ω
一
般
労
働

法
の
適
用
を
う
け
る
職
員
（
轟
霞
宏
8
旨
霊
。
ε
Φ
〆
留
母
鼻
b
二
ま
）
、
㈲
公
共

企
業
体
の
一
般
職
員
（
霞
①
旨
¢
の
貫
訂
琶
奮
脅
母
魯
質
一
蒜
）
、
⑥
私
法
上
の
協

力
者
（
8
ぎ
ぎ
蚕
審
奪
¢
。
。
霊
昌
の
呂
幽
誉
け
胃
一
ま
）
な
ど
で
あ
る
。

　
※
㈲
　
公
共
企
業
体
の
幹
部
職
員
お
よ
び
国
の
営
造
物
職
員
（
品
窪
宏
。
冨
ε
蜜
学

　
　
　
周
＄
α
Φ
号
o
詳
b
仁
寓
一
〇
）

　
右
に
み
た
い
わ
ゆ
る
公
共
労
働
者
の
労
働
基
本
権
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い

て
の
解
明
が
、
こ
の
論
文
全
篇
に
わ
た
つ
て
試
み
ら
れ
て
“
る
。

　
第
一
篇
に
お
い
て
は
、
約
二
一
〇
万
人
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国

家
公
務
員
の
労
働
基
本
権
お
よ
び
労
働
者
性
の
問
題
奮
取
り
扱
つ
て
い
る
。
ま

ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
家
公
務
員
制
度
に
つ
い
て
の
歴
史
的
考
察
か
ら
始

め
て
、
国
家
公
務
員
法
の
変
遷
を
述
べ
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
公
務
員
制
度
を
支

え
る
中
心
概
念
は
、
公
共
役
務
（
悉
丘
8
冨
集
。
）
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
そ
し
て
国
家
公
務
員
関
係
に
お
け
る
公
共
役
務
の
継
続
性
に
対
す

る
要
請
こ
そ
は
、
公
共
役
務
発
展
の
原
則
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
労
働
関
係

に
お
け
る
争
議
行
為
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
本
篇
の
論
述

は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
公
務
員
法
の
変
遷
を
詳
細
に
説
明
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
充
　
　
　
（
五
五
三
）



　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

さ
ら
に
一
九
二
〇
年
以
前
に
お
け
る
国
家
公
務
員
の
労
働
者
性
を
否
定
す
る
学

説
お
よ
び
判
例
を
紹
介
し
、
一
九
二
〇
年
二
月
二
十
七
日
の
法
律
に
よ
る
鉄
道

労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
し
て
と
ら
れ
た
国
に
よ
る
交
通
機
関
の
徴
用
を
契

機
と
し
て
現
わ
れ
た
主
張
、
す
な
わ
ち
現
業
公
務
員
と
非
現
業
公
務
員
と
の
労

働
関
係
を
区
別
し
て
規
制
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
論
及
し
、
一

九
二
五
年
四
月
五
日
、
エ
リ
オ
内
閣
に
よ
つ
て
国
家
公
務
員
の
団
結
権
が
承
認

さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
遇
程
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。

次
で
『
国
家
公
務
員
の
労
働
基
本
権
に
つ
い
て
、
団
結
権
、
労
働
協
約
締
結
権
お

よ
び
争
議
権
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。

　
第
二
篇
に
お
い
て
は
、
約
三
〇
万
人
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
地
方
公
務
員
の

労
働
者
性
に
つ
い
て
、
一
九
六
三
年
七
月
三
十
一
日
の
法
律
の
制
定
を
め
ぐ
つ

て
展
開
さ
れ
た
論
議
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
問
題
点
を
解
明
し
て
い
る
。
そ
の

論
述
の
方
法
は
、
一
八
八
四
年
の
法
律
、
嶋
九
四
六
年
十
月
十
九
日
の
法
律
、

一
九
五
九
年
二
月
四
日
の
命
令
、
一
九
六
三
年
三
月
三
十
一
日
の
法
律
な
ど
に

つ
い
て
、
立
法
の
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
間
に
お
け
る
学
説
お
よ
び

判
例
、
と
り
わ
け
指
導
的
役
割
を
果
し
た
8
覆
亀
伍
．
宰
彗
の
ウ
ィ
ン
ケ
ル

（
名
置
ざ
ε
判
決
の
意
義
を
論
じ
、
一
九
六
三
年
の
法
律
の
問
題
点
を
検
討
し

て
い
る
。
要
す
る
に
、
本
篇
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
地
方
公
務
員
に
お
け
る
公

共
役
務
の
継
続
性
確
保
の
要
請
が
、
判
決
お
よ
び
立
法
に
よ
つ
て
い
か
に
取
り

扱
わ
れ
、
ど
の
よ
う
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
か
、
ま
た
学
説
は
そ
れ
を
ど
う
み
て

い
る
か
を
解
明
し
て
い
る
。

　
第
三
篇
に
お
い
て
は
、
約
九
十
万
人
に
達
す
る
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
国
営

企
業
の
労
働
者
（
鉄
道
労
働
者
約
三
十
五
万
人
．
炭
鉱
労
働
者
約
二
十
万
人
．
電
気
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六
　
　
　
（
五
五
四
）

ガ
ス
関
係
労
働
者
約
一
万
五
千
人
、
社
会
保
障
関
係
労
働
者
約
六
万
人
、
パ
リ
市
交

通
公
社
労
働
者
約
五
万
人
、
フ
ラ
ン
ス
航
空
お
よ
び
空
港
労
働
者
約
三
万
人
、
ル
ノ

ー
公
団
な
ど
の
公
共
企
業
労
働
者
約
三
万
人
、
フ
ラ
ン
ス
放
送
協
会
労
働
者
約
一
万

人
、
フ
ラ
ン
ス
銀
行
そ
の
他
金
融
機
関
関
係
労
働
者
約
一
万
二
千
人
）
の
労
働
関

係
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
営
企
業
は
、
一
九
三
六
年
以
降
、
も
つ
ば
ら
政
治
的

理
由
お
よ
び
経
済
的
理
由
に
よ
る
私
企
業
の
国
営
化
と
し
て
始
め
ら
れ
た
が
、

一
九
四
六
年
の
憲
法
は
．
重
要
産
業
国
営
化
の
原
則
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の

た
め
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
私
企
業
の
国
営
化
は
、
従
来
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に

み
ら
れ
た
公
共
役
務
概
念
に
加
え
て
、
産
業
的
公
共
役
務
概
念
を
新
た
に
生
じ

た
と
し
て
、
公
共
企
業
体
と
の
関
係
に
お
け
る
公
共
役
務
概
念
を
次
の
よ
う
に

分
説
し
て
い
る
。

　
ω
　
公
共
役
務
は
国
民
一
般
の
利
益
を
目
的
と
し
て
、
政
府
の
監
督
の
も
と

　
　
に
実
現
さ
れ
る
。

　
ω
　
公
共
役
務
の
た
め
の
行
為
は
、
税
金
の
免
除
な
ど
の
政
府
の
特
別
の
保

　
　
護
を
享
受
す
る
。

　
⑥
　
公
共
役
務
を
提
供
す
る
組
織
は
、
公
的
権
力
に
よ
つ
て
管
理
、
監
督
さ

　
　
れ
る
。

　
㈲
　
公
共
役
務
の
停
廃
は
禁
止
さ
れ
る
。

　
⑤
　
公
共
役
務
の
担
い
手
に
課
せ
ら
れ
る
責
任
は
、
国
民
に
公
共
役
務
か
ら

　
　
の
利
益
の
享
受
を
容
易
に
す
る
。

　
⑧
公
共
役
務
に
つ
い
て
の
法
的
規
制
は
、
特
別
立
法
に
よ
る
。

　
右
に
み
た
よ
う
な
特
徴
的
性
格
を
も
つ
公
共
役
務
を
提
供
す
る
企
業
の
種
類



は
、
公
社
（
弩
一
Φ
藝
、
公
団
（
寂
管
。
）
、
金
庫
（
9
塚
①
）
な
ど
多
様
で
あ
る
が
、
特

許
企
業
を
除
い
て
、
そ
れ
ら
は
利
用
者
、
職
員
、
政
府
の
三
者
の
代
表
に
よ
つ

て
構
成
さ
れ
る
役
員
会
に
よ
り
国
の
監
督
の
も
と
に
運
営
さ
れ
る
。
し
た
が
つ

て
そ
れ
ら
企
業
の
労
働
者
の
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
予
算
上
の
制
約
を
う
け
ざ

る
を
え
な
い
。
し
か
し
給
与
以
外
の
労
働
条
件
、
た
と
え
ぽ
労
働
時
間
は
労
使

問
の
団
体
交
渉
に
よ
り
労
働
協
約
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
．
国
営
企
業
労
働
者
の
労
働
基
本
権
を
、
そ
の
団
結
権
、
協
約
締
結
権

お
よ
び
争
議
行
為
の
規
制
に
区
分
し
て
詳
細
に
論
述
し
て
い
る
。

　
第
四
篇
に
お
い
て
は
、
公
共
労
働
に
お
け
る
中
心
的
課
題
で
あ
る
ス
ト
ラ
イ

キ
規
制
の
法
理
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
一
九
六
三
年
の
メ
ト
ロ
の
ス
ト
ラ

イ
キ
を
契
機
と
し
て
制
定
さ
れ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
規
制
法
の
出
現
に
い
た
る
立
法

の
変
遷
に
つ
い
て
の
歴
史
的
考
察
を
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
非
合
法
と
し
た
一
九
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

八
年
八
月
七
目
の
O
o
器
亀
伽
、
宰
暮
の
ウ
ィ
ソ
ケ
ル
判
決
の
検
討
か
ら
始
め

て
、
一
九
三
七
年
十
月
二
十
二
日
の
ミ
ネ
エ
ー
ル
（
∪
§
。
落
頴
峯
鍔
ぎ
）
判

決
に
お
よ
び
．
さ
ら
に
一
九
四
六
年
の
憲
法
に
お
け
る
争
議
権
の
保
障
、
一
九

五
七
年
七
月
二
十
六
日
の
法
律
に
よ
る
労
働
争
議
に
つ
い
て
の
斡
旋
前
置
主
義

の
原
則
化
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
一
九
六
三
年
の
ス
ト
規
制

法
の
制
定
過
程
お
よ
び
法
的
構
成
に
つ
い
て
詳
述
し
、
公
共
労
働
に
お
け
る
争

議
行
為
の
正
当
性
の
判
断
は
、
そ
の
目
的
、
手
段
お
よ
ぴ
公
共
の
利
益
へ
の
影
響

を
基
準
と
し
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
当
該
争
議
行
為
が
国
民
一

般
の
利
益
に
お
よ
ぽ
す
影
響
の
い
か
ん
を
重
視
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
こ
ろ

に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
労
働
争
議
の
主
要
部
分
が
、
公
共
労
働
関
係
の
争
議
行
為
で
あ
る
こ
と

　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

は
、
一
九
六
四
年
十
二
月
の
ゼ
ネ
ラ
ル
ス
ト
ラ
イ
キ
お
よ
び
一
九
六
六
年
三
月
、

四
月
、
五
月
の
波
状
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
か
か

る
実
情
を
踏
ま
え
て
、
公
蟄
　
働
者
の
政
治
ス
ト
、
同
情
ス
ト
、
波
状
ス
ト
、

座
り
込
み
ス
ト
、
サ
ボ
タ
ー
シ
ュ
な
ど
各
種
の
争
議
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
実

情
を
分
析
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
法
的
判
断
を
試
み
て
い
る
。

　
第
五
篇
に
お
い
て
は
、
一
八
六
四
年
以
降
の
争
議
行
為
を
規
制
す
る
立
法
の

変
遷
に
つ
い
て
論
述
し
、
そ
の
間
に
お
け
る
判
例
の
推
移
お
よ
び
学
説
の
発
展

に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
行
な
い
、
一
九
四
六
年
の
憲
法
に
お
嫡
る
争
議
権
の

保
障
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
．
次
で
、
フ
ラ
ン
ス
労
働
運
動
史
上
し
ば

し
ぽ
み
ら
れ
る
政
治
ス
ト
ラ
イ
キ
を
中
心
と
し
て
、
争
議
行
為
と
そ
の
法
的
責

任
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
多
く
の
判
例
お
よ
び
学
説
を
引
用
し
な
が
ら
、
フ
ラ

ン
ス
労
働
法
の
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
第
六
篇
に
お
い
て
は
．
一
八
八
五
年
以
降
の
フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
労
使
協
議

制
の
発
展
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
一
九
一
七
年
四
月
二
十
六
日

の
労
働
者
参
加
株
式
会
社
法
　
（
弩
一
Φ
鼠
茸
。
ξ
馨
妙
冨
急
9
冨
ぎ
昌
自
饗
毎
）

に
よ
る
労
働
株
制
度
、
一
九
三
九
年
一
月
十
日
の
法
律
に
よ
る
労
働
者
代
表
制

度
、
一
九
四
五
年
二
月
二
十
一
日
め
法
律
に
よ
る
経
営
委
員
会
（
諒
8
昆
諄

α
、
①
§
3
質
密
）
お
よ
び
↓
九
四
六
年
の
憲
法
前
文
に
お
け
る
「
労
働
者
は
企
業

管
理
に
参
加
す
る
」
と
の
原
則
に
従
つ
て
制
定
さ
れ
た
一
九
四
六
年
五
月
十
六

日
の
法
律
に
よ
る
経
営
委
員
会
制
度
に
い
た
る
発
展
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
し

て
い
る
。
そ
し
て
現
行
の
経
営
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
・
構
成
、

組
織
お
よ
び
権
限
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
経
営
委
員
会
と
労
働
組
合
と

の
関
係
を
取
り
あ
げ
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
経
営
参
加
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
な
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
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五
五
五
）



　
　
　
学
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

経
営
委
員
会
と
労
働
組
合
と
を
結
び
つ
け
、
よ
り
完
全
な
経
営
参
加
を
実
現
し

よ
う
と
す
る
努
力
を
み
る
」
と
、
－
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
の
制
度
的
意
義
に
つ

い
て
は
消
極
的
見
解
を
示
し
て
い
る
．

　
右
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
論
文
は
、
フ
ラ
ソ
ス
公
共
労
働
の
基
本
問
題
を
、

国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
お
よ
び
国
営
企
業
の
職
員
の
三
つ
の
観
点
か
ら
区

分
し
て
考
察
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て

公
共
労
働
の
基
本
問
題
の
一
つ
で
あ
る
公
共
労
働
者
の
争
議
規
制
に
つ
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
法
の
伝
統
お
よ
び
社
会
経
済
の
変
動
と
の
関
係
に
お
い
て
解
明
し
、

公
共
労
働
に
お
け
る
争
議
行
為
お
よ
び
労
働
者
の
経
営
参
加
の
可
能
性
と
そ
の

限
界
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
争
議
権
の
法
的
構
造

お
よ
び
経
営
委
員
会
制
度
の
性
格
と
権
能
と
に
つ
い
て
考
察
を
め
ぐ
ち
し
て
い

る
。　

こ
の
論
文
で
取
り
上
げ
た
基
本
問
題
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
学
界

に
お
い
て
も
論
議
が
岐
れ
て
お
り
、
今
日
、
い
ま
だ
定
説
と
み
ら
る
べ
ぎ
も
の

は
な
い
．
論
者
は
、
各
間
題
の
究
明
に
当
つ
て
は
、
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
経

済
お
よ
び
労
働
事
情
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
し
、
問
題
点
の
歴
史
的
推
移
の

過
程
を
明
ら
か
に
し
て
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
つ
い
て
の
主
要
な
判
例
お

よ
び
学
説
を
ひ
ろ
く
紹
介
検
討
し
な
が
ら
論
述
し
て
い
る
。
．
こ
の
論
文
に
お
け

る
研
究
に
は
．
フ
ラ
ソ
ス
公
共
労
働
関
係
の
基
本
間
題
に
つ
い
て
の
法
社
会
学

的
研
究
と
し
て
も
、
ま
た
わ
が
国
の
公
共
労
働
関
係
法
と
の
比
較
法
的
研
究
と

し
て
も
、
新
研
究
の
分
野
を
開
拓
す
る
も
の
と
し
て
、
重
要
な
意
義
と
高
い
価

値
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
公
共
労
働
概
念
の
分
析
お
よ
び
公

共
役
務
概
念
の
解
明
は
、
わ
が
労
働
法
学
界
に
お
け
る
今
後
の
研
究
に
寄
与
す
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る
と
こ
ろ
少
な
く
な
い
と
信
ず
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
論
文
に
つ

い
て
注
文
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
行
文
中
に
散
見
す
る
論
述
の
不
明
僚

お
よ
び
論
旨
は
正
鵠
を
射
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
断
定
を
下
す
に
急
の
あ

ま
り
、
と
き
に
論
述
が
簡
に
す
ぎ
る
憾
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
．
い
う
ま
で
も
な

く
、
こ
れ
ら
は
望
蜀
の
指
摘
で
あ
つ
て
、
こ
の
論
文
の
価
値
を
そ
れ
ほ
ど
減
殺

す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
以
上
、
こ
の
論
文
に
示
さ
れ
た
論
者
の
学
識
と
能
力
と
は
、
法
学
博
士
（
慶

鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
値
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
昭
和
四
十
一
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
主
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
　
法
学
博
士
　
峯
村
　
光
郎

　
　
　
　
　
　
　
副
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


