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川
口
実
教
授
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
川
口
実
教
授
の
学
位
請
求
論
文
「
労
働
協
約
と
就
業
規
則
の
研
究
」
（
主

論
文
）
お
よ
び
「
争
議
行
為
に
対
す
る
責
任
追
求
と
し
て
の
懲
戒
処
分
」
（
副

論
文
）
に
つ
い
て
審
査
し
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
報
告
す
る
．

　
主
論
文
「
労
働
協
約
と
就
業
規
則
の
研
究
」
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
．

序
　
章

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

第
十
章

労
働
協
約
と
就
業
規
則
を
め
ぐ
る
問
題
状
況

労
働
協
約
の
法
的
性
質

労
働
協
約
の
効
力
を
め
ぐ
る
問
題

労
働
協
約
と
有
利
原
則

無
協
約
状
態
と
労
働
契
約

わ
が
国
に
お
け
る
就
業
規
則
の
法
的
性
質
論
の
発
展

就
業
規
則
の
本
質
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題

就
業
規
則
の
一
方
的
変
更

経
歴
詐
称
の
懲
戒
解
雇

解
雇
の
法
理

三
六
協
定
・
労
働
協
約
・
就
業
規
則
・
労
働
協
約
の
関
係

　
本
論
文
は
、
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
労
働
協
約
法
論
と
第
五
章
以
下
の

就
業
規
則
法
論
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
．

　
　
　
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
序
章
に
お
い
て
は
、
労
働
法
学
に
お
け
る
主
要
課
題
で
あ
る
労
働
協
約
と
就

業
規
則
を
め
ぐ
る
当
面
の
最
重
要
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
法
源
性
を
ど
の
冬
．
ノ
に

理
解
す
る
か
に
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
従
来
の
こ
れ
に
関
す
る
諸
学
説
、
と

り
わ
け
契
約
説
、
法
規
説
お
よ
び
社
会
的
自
主
法
説
な
ど
の
主
張
す
る
と
こ
ろ

を
詳
細
に
批
判
検
討
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
．

　
「
従
来
、
わ
が
国
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
の
論
議
は
、
比
較
的
よ

く
か
み
合
つ
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
論
争
は
、
そ
れ
ほ
ど
問
題
の
解

決
に
役
立
つ
て
い
な
い
．
そ
れ
は
諸
学
説
間
に
お
け
る
批
判
に
対
す
る
反
批
判

が
徹
底
的
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
実
証
的
研
究
と
り
わ
け
自
説
の
実
証
的

論
証
が
比
較
的
少
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
」
と
．

　
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
労
働
協
約
の
法
理
と
就
業
規
則
の
法
理
と
の
再
構

成
を
め
ざ
し
て
、
従
来
の
学
説
と
学
説
問
の
論
争
に
つ
い
て
克
明
に
再
検
討
す

る
と
と
も
に
判
決
の
変
遷
に
つ
い
て
も
詳
細
に
検
討
し
な
が
ら
、
本
論
文
に
お

け
る
問
題
の
所
在
お
よ
び
解
明
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
．

　
第
一
章
に
お
い
て
は
、
労
働
協
約
の
法
的
性
質
と
効
力
に
つ
い
て
、
社
会
的

自
主
法
説
、
白
地
慣
習
法
説
、
契
約
説
お
よ
び
国
家
授
権
説
な
ど
の
所
説
を
詳

細
に
批
判
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
短
、
得
失
を
明
ら
か
に
し
て
、
「
労
働
協

約
の
法
源
性
に
つ
い
て
の
わ
た
く
し
の
仮
説
は
こ
う
で
あ
る
．
独
占
資
本
制
の

も
と
に
お
い
て
は
、
ト
レ
ー
ド
・
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
を
背
景
に
し
て
総
資
本
の
合

理
的
意
思
に
も
と
づ
き
、
個
別
労
働
者
の
労
働
条
件
の
内
容
（
規
範
的
部
分
）
は

労
働
協
約
に
よ
つ
て
定
め
る
と
い
う
白
地
慣
習
法
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る

よ
う
に
思
え
る
」
と
す
る
立
場
か
ら
、
こ
の
命
題
を
検
証
し
て
、
「
規
範
的
部

分
白
地
慣
習
法
説
」
と
も
い
う
べ
き
独
自
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
．
そ
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
2
一
八
九
）
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求
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張
す
る
と
こ
ろ
は
、
結
論
に
お
い
て
は
授
権
説
の
説
く
と
こ
ろ
と
軌
を
一
に
す

る
が
、
「
憲
法
第
二
十
八
条
、
労
働
組
合
法
第
十
六
条
よ
り
論
理
的
・
時
間
的

前
に
法
源
た
り
う
る
と
考
え
る
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
．

　
第
二
章
に
お
い
て
は
、
労
働
協
約
の
効
力
に
つ
い
て
、
規
範
的
部
分
と
そ
の

効
力
、
組
織
的
部
分
と
そ
の
効
力
、
債
務
的
部
分
と
そ
の
効
力
に
三
分
し
て
考

察
し
て
い
る
．
こ
の
よ
う
に
し
て
規
範
的
部
分
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
労
働
協

約
の
基
準
が
労
働
協
約
の
内
容
と
な
る
と
す
る
内
容
説
を
と
り
、
組
織
的
部
分

の
効
力
に
つ
い
て
は
、
「
重
大
な
手
続
違
反
は
無
効
と
す
る
と
い
う
規
範
」

（
身
Φ
實
8
婁
）
が
存
在
し
、
そ
れ
が
公
序
に
高
め
ら
れ
違
反
の
法
律
行
為
は
権

利
濫
用
と
し
て
無
効
と
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
債
務
的
部
分
の
効

力
に
つ
い
て
は
、
協
約
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
、
大
陸
法
系
に
属
す

る
わ
が
国
の
解
釈
論
と
し
て
は
原
則
的
に
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
い
る
．

　
ま
た
労
働
協
約
の
実
行
義
務
お
よ
び
平
和
義
務
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
．

「
労
働
協
約
当
事
者
の
意
思
に
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
現
在
に
お
い

て
は
．
労
働
組
合
法
第
十
六
条
が
協
約
法
目
的
か
ら
こ
れ
を
定
め
て
い
る
と
解

す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
の
見
地
か
ら
、
「
当
事
者
の
効
果
意
思
と
国
家

法
の
目
的
と
が
重
畳
的
に
、
重
ね
う
つ
し
に
な
つ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
の

で
、
十
六
条
の
解
釈
と
し
て
は
当
事
老
の
効
果
意
思
を
で
ぎ
る
だ
け
尊
重
し
つ

つ
、
ま
た
当
事
老
も
明
示
あ
る
い
は
黙
示
的
に
合
意
す
る
に
際
し
て
は
十
六
条

の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
．

　
第
三
章
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ッ
労
働
協
約
法
に
お
け
る
有
利
原
則
（
Q
蜜
呂
㎎

蚕
け
8
量
暮
）
に
つ
い
て
の
法
制
の
変
遷
を
．
一
九
一
八
年
一
二
月
二
三
日
の

ド
イ
ッ
労
働
協
約
令
第
一
条
か
ら
一
九
三
四
年
一
月
二
〇
目
の
労
働
秩
序
法
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
四
　
（
二
九
〇
）

三
十
二
条
お
よ
び
一
九
三
八
年
六
月
二
五
日
の
賃
金
決
定
に
関
す
る
命
令
を
経

て
、
一
九
四
九
年
四
月
九
日
の
西
ド
イ
ッ
労
働
協
約
法
第
四
条
に
至
る
経
緯
を

詳
し
く
論
述
し
、
現
行
労
働
協
約
法
が
有
利
原
則
を
認
め
て
い
る
の
み
な
ら

ず
、
さ
ら
に
西
ド
イ
ッ
基
本
法
第
二
条
と
の
関
係
、
社
会
的
市
場
経
済
お
よ
び

社
会
的
法
治
国
と
い
う
憲
法
上
の
原
則
と
の
関
係
な
ど
か
ら
、
有
利
原
則
は
強

行
法
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
を
、
内
外
の
文
献
を
参
照
し
て
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

　
他
方
、
わ
が
労
働
法
学
界
に
お
い
て
は
有
利
原
則
に
つ
い
て
賛
否
二
つ
の
学

説
が
対
立
し
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
労
働
組
合
は
企
業
別
組
織
で
あ
る
こ
と
、

労
働
組
合
法
第
十
六
条
の
規
定
の
趣
旨
、
有
利
原
則
を
認
め
る
明
文
の
規
定
が

な
い
こ
と
、
憲
法
第
二
十
八
条
の
団
結
権
に
よ
る
組
織
統
制
の
趣
旨
な
ど
か

ら
．
「
労
働
協
約
規
範
の
社
会
的
機
能
よ
り
し
て
企
業
別
レ
ベ
ル
の
協
約
で
は

正
当
の
事
由
の
な
い
か
ぎ
り
有
利
原
則
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
を
論
証

し
て
い
る
。

　
第
四
章
に
お
い
て
は
、
労
働
協
約
の
余
後
効
（
蜜
畠
惹
詩
琶
㎎
）
に
つ
い
て
の

学
説
す
な
わ
ち
肯
定
説
、
否
定
説
、
余
後
効
と
は
関
係
な
く
余
後
効
を
認
め
た

と
同
じ
結
果
を
認
め
る
説
な
ど
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
詳
細
に
検
討
す
る
の
み

な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
学
説
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
も
反
批
判
さ
る
べ
き
点
が

少
な
く
な
い
と
し
な
が
ら
、
「
わ
た
く
し
は
無
協
約
状
態
の
法
律
関
係
を
集
団

的
な
関
係
か
ら
と
個
別
的
な
関
係
か
ら
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
」
と
論
じ
て
い
る
。

　
第
五
章
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
今
次
大
戦
後
二
十
年
に
わ
た
る
就

業
規
則
に
関
す
る
多
く
の
研
究
業
績
を
取
り
あ
げ
て
克
明
に
批
判
検
討
し
な
が



ら
学
説
の
発
展
を
概
観
し
、
契
約
説
、
社
会
的
法
規
範
説
法
、
規
説
、
授
権
説
、

事
実
規
範
説
お
よ
び
集
団
的
意
思
説
な
ど
の
所
説
お
よ
び
関
係
判
決
に
つ
い
て

詳
細
に
検
討
批
判
し
て
い
る
．

　
第
六
章
に
お
い
て
は
、
解
釈
論
の
見
地
か
ら
就
業
規
則
の
本
質
に
つ
い
て
社

会
的
自
主
法
説
の
妥
当
性
と
そ
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
．
一
方
に
お
い
て

は
、
社
会
的
自
主
法
説
に
対
す
る
法
規
範
説
の
立
場
か
ら
す
る
批
判
に
対
す
る

反
批
判
と
し
て
、
「
集
団
的
労
働
関
係
が
一
般
に
成
立
し
た
今
目
に
お
い
て
は
、

使
用
者
の
一
方
的
に
作
成
赤
久
更
す
る
就
業
規
則
は
、
事
実
認
識
と
し
て
も
価
値

判
断
と
し
て
も
当
然
に
は
法
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
．
　
　
諸
外
国
に
お
け
る

就
業
規
則
制
度
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
て
み
て
も
、
法
規
範
と
し
て
捉
え
て

い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
自
か
ら
の
立
場
を
、
「
法
規
範
で
は

な
い
が
、
労
働
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
労
基
法
第
九
十
三
条
は
、
片
面
的
強

行
性
と
い
う
法
的
拘
束
力
を
与
え
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
」

と
説
い
て
い
る
．

　
第
七
章
に
お
い
て
は
、
就
業
規
則
の
使
用
者
に
よ
る
一
方
的
変
更
の
問
題
に

っ
い
て
、
就
業
規
則
の
本
質
論
と
の
関
連
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決

（
昭
和
四
三
年
二
戸
二
五
日
秋
北
．
ハ
ス
事
件
）
の
評
釈
を
中
心
と
す
る
解
釈
論
を
整

理
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
．
従
来
の
学
説
の
大
勢
は
、
契
約
的
側
面
か
ら
の
ア
プ
・
ー
チ
に
よ
つ
て
、

契
約
の
内
容
に
な
つ
て
い
る
か
ら
改
悪
で
き
な
い
と
い
う
結
論
を
と
つ
て
き

た
．
し
か
し
わ
た
く
し
は
、
就
業
規
則
の
条
項
の
性
質
に
よ
つ
て
結
論
は
ち
が

っ
て
く
る
と
考
え
イ

、
い
る
．
す
な
わ
ち
、
侠
義
の
労
働
条
件
は
組
合
が
あ
る
と

き
ぱ
集
団
的
レ
ベ
ル
で
決
つ
て
ぐ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
ル
、
の
と
き
ど
き
に
よ

　
　
　
学
位
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っ
て
変
り
う
る
、
こ
れ
に
対
し
て
退
職
金
な
ど
は
一
方
的
に
は
変
更
し
え
な
い

も
の
て
あ
る
．
さ
ら
に
職
場
規
律
や
作
業
条
件
な
ど
は
、
そ
れ
が
合
理
的
な
変

更
で
あ
れ
ぽ
一
方
的
変
更
も
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
、
結
論
的
に
は
最
高
裁
大

法
廷
判
決
の
判
旨
を
支
持
し
て
い
る
．

　
第
八
章
に
お
い
て
は
．
経
歴
詐
称
と
懲
戒
解
雇
に
関
す
る
懲
戒
解
雇
説
、
通

常
解
雇
説
、
取
消
・
無
効
説
な
ど
の
所
説
お
よ
び
従
来
の
判
決
を
検
討
し
た
の

ち
、
近
時
、
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
取
消
・
無
効
説
の
主
張
を
認
め
な
が
ら
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
使
用
者
は
無
効
・
取
消
を
主
張
す
る
か
、
そ
れ
と
も

解
雇
あ
る
い
は
懲
戒
解
雇
を
主
張
す
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
主
張
す
る
こ
と

も
自
由
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
こ
の
一
方
を
予
備
的
に
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る

と
考
え
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
．
従
来
の
対
立
し
た
か
た
ち
に
な
つ
て
い
た
学

説
は
、
む
し
ろ
相
補
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な

点
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
」
と
。

　
第
九
章
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
解
雇
自
由
論
と
解
雇
不
自
由
論
と

の
対
立
を
め
ぐ
る
学
説
お
よ
び
判
決
を
詳
細
に
検
討
し
、
就
業
規
則
論
の
立
場

か
ら
は
、
「
労
基
法
八
九
条
三
号
が
社
会
的
に
妥
当
な
解
雇
理
由
日
正
当
理
由

を
就
業
規
則
中
に
掲
げ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
考
え
る
」
と
し
て
い
る
．

　
第
十
章
に
お
い
て
は
、
超
過
労
働
義
務
（
法
定
基
準
外
．
法
定
基
準
内
を
あ
わ
せ
て
）

の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
、
三
六
協
定
か
ら
義
務
を
引
き
出
す
説
、
三
六
協
定
の

存
在
を
前
提
と
し
て
．
な
ん
ら
か
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
説
（
労
働
契
約
．
就
業

規
則
・
慣
行
・
労
働
協
約
な
ど
に
根
拠
を
求
め
る
）
、
超
過
労
働
申
込
説
お
よ
び
従
来

の
判
決
を
批
判
検
討
し
た
の
ち
、
従
来
の
学
説
・
判
例
の
い
ず
れ
の
立
場
亀
そ
の

ま
ま
で
は
賛
同
で
き
な
い
と
し
、
独
自
の
「
事
前
制
約
説
」
を
説
い
て
い
る
、
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こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
e
労
働
協
約
、
三
六
協
定
、
特
別
の
意
思
表
示
、
慣
行
矛
、

の
他
で
、
労
働
組
合
が
あ
ら
か
じ
め
留
保
し
て
い
な
い
と
き
、
O
労
働
協
約
、

三
六
協
定
、
特
別
の
意
思
表
示
、
慣
行
そ
の
他
で
、
個
別
労
働
者
が
反
対
し
た

と
き
は
、
そ
の
個
別
労
働
者
に
つ
い
て
超
過
労
働
義
務
が
発
生
し
な
い
と
い
う

留
保
が
な
い
と
ぎ
、
白
労
働
組
合
か
ら
の
留
保
が
な
く
て
も
、
個
別
労
働
者
か

ら
超
過
労
働
を
し
な
い
旨
の
事
前
の
申
出
が
な
い
と
き
、
四
以
上
の
場
合
以
外

で
あ
つ
て
も
、
個
別
労
働
者
に
拒
否
の
正
当
事
由
が
あ
れ
ば
、
超
勤
命
令
を
拒

否
で
き
る
の
は
当
然
で
あ
る
．

　
右
に
み
た
よ
う
な
場
合
に
あ
て
は
ま
ら
な
け
れ
ば
、
使
用
老
は
「
超
過
労
働

を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
就
業
規
則
お
よ
び
三
六
協
定
の
存
在
を

前
提
に
超
過
労
働
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
は
本
論
文
の
要
旨
で
あ
る
が
、
本
論
文
全
体
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と

は
、
判
決
に
現
わ
れ
た
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
の
法
判
断
の
基
礎
を
な
す
法
理

の
検
討
に
よ
り
問
題
を
取
り
あ
げ
．
こ
れ
に
つ
い
て
の
諸
学
説
の
所
説
を
比
較

検
討
し
な
が
ら
、
新
た
な
主
張
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
研
究
態
度
で
あ
る
。

　
労
働
法
学
に
お
け
る
カ
ッ
プ
・
ホ
ー
ン
と
も
い
う
べ
き
労
働
協
約
論
と
就
業

規
則
論
と
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
学
説
の
多
く
の
も
の
は
、
諸
外
国
の
学
説

の
影
響
の
も
と
に
外
形
的
に
は
一
応
の
ま
と
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
し
か
し
わ

が
国
の
労
使
関
係
の
特
質
を
内
含
す
る
労
働
協
約
お
よ
び
就
業
規
則
の
解
明
の

た
め
に
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
．
か
か
る
状
況
の
も
と
に
お
い
て
、

本
論
文
は
、
具
体
的
事
案
の
判
決
に
っ
い
て
問
題
の
所
在
を
さ
ぐ
り
、
問
題
解

決
の
た
め
の
具
体
的
適
用
に
よ
り
学
説
の
所
論
の
不
備
を
明
ら
か
に
し
て
法
理

の
再
構
成
を
試
み
る
一
方
、
再
構
成
さ
れ
た
法
理
を
具
体
的
に
適
用
す
る
こ
と
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に
よ
つ
て
．
そ
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
と
い
う
機
能
的
考
察
方
法
に
よ
つ
て
一

貫
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
用
意
周
到
な
手
法
に
よ
つ
て
え
ら
れ
た
各
章
の
結

論
に
は
正
鵠
を
射
て
い
る
も
の
が
多
く
、
労
働
法
学
の
発
展
に
と
つ
て
寄
与
す

る
と
こ
ろ
が
甚
大
で
あ
る
と
信
ず
る
．
し
か
し
、
こ
の
す
ぐ
れ
た
本
論
文
に
つ

い
て
も
、
欲
を
い
え
ば
若
干
の
点
に
お
い
て
も
の
足
り
な
さ
を
感
ず
る
と
こ
ろ

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
諸
学
説
に
つ
い
て
の
検
討
批
判
が
か
な
り

詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
較
べ
て
、
自
説
の
展
開
に
お
い
て
は
積
極
的
な

基
礎
づ
け
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
憾
が
あ
り
、
そ
の
た
め
説
得
力
に
欠
け

る
部
分
も
な
し
と
し
な
い
．
ま
た
各
章
の
論
述
が
ま
と
ま
り
を
示
し
て
い
る
た

め
か
、
論
述
の
一
部
に
重
複
す
る
こ
と
が
散
見
さ
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
は
本
論
文
の
価
値
を
減
殺
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
な
お
副
論
文
は
．
主
論
文
で
究
明
さ
れ
た
法
理
を
公
労
法
第
十
八
条
と
の
関

連
に
お
い
て
具
体
的
適
用
面
で
展
開
し
た
研
究
で
あ
り
、
貴
重
な
業
績
と
し
て

高
く
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．

　
要
す
る
に
、
主
論
文
お
よ
び
副
論
文
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
川
口
実
教
授
の
学

識
は
、
法
学
博
士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
受
け
る
に
十
分
に
値
す
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
昭
和
四
十
七
年
二
月
二
十
二
日
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教
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士
峯
村
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学
教
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副
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慶
鷹
義
塾
大
学
教
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法
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高
鳥
　
正
夫

備
考
　
本
学
位
は
、
慶
鷹
義
塾
大
学
学
位
規
定
第
四
条
に
よ
る
も
の
で
あ
る
．


