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11) 法学研究 81 巻 11 号（2008

岩
谷
勝
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

岩
谷
特
君
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「
中
国
国
民

党
訓
政
体
制
の
研
究
」
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

引補結第第第第第第序
用論論七六五四三二論
文 章章章章章章
献
一訓
覧政
期

お
け
る
特
務
組
織
の
発
展
と
蒋
介
石
の
撞
頭

訓
政
の
理
念
と
実
態

郷
村
社
会
と
国
民
党
政
権
の
課
題

党
組
織
の
展
開
と
そ
の
嵯
朕

訓
政
下
の
地
方
政
治
｜
指
導
者
・
党
・
政
府
｜

訓
政
制
度
設
計
を
め
ぐ
る
政
策
決
定
過
程

訓
政
下
に
お
け
る
政
治
指
導
の
構
造

岩
谷
勝
君
は
本
塾
大
学
大
学
院
に
入
学
以
来
、

八
年
か
ら
一
九
三
0
年
代
中
葉
に
か
け
て
の
南
京
政
府
期
の
中
国
国

一
貫
し
て
一
九
二

民
党
に
よ
る
訓
政
体
制
の
形
成
と
展
開
お
よ
び
そ
の
限
界
に
関
す
る

実
証
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
そ
の
集
大
成
が
博
士
論
文
と
し
て

提
出
さ
れ
た
。
岩
谷
君
の
分
析
手
法
は
着
実
な
歴
史
実
証
主
義
で
は

あ
る
が
、
同
時
に
中
国
近
現
代
政
治
に
お
け
る
民
主
化
の
限
界
を
政

治
体
制
論
の
視
座
か
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る
比
較
政
治
学
の
志
向
性

も
内
包
し
て
い
る
。
岩
谷
君
が
提
出
し
た
本
論
文
の
視
点
お
よ
び
論

理
展
開
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
り
、
し
か
も
従
来
の
先
行
研
究
が
踏

み
入
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
中
国
研
究
の
領
域
に
深
く
食
い
込
ん
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だ
野
心
的
な
労
作
で
あ
る
。

「
訓
政
」
と
は
、
中
国
革
命
の
父
で
あ
り
中
華
民
国
建
国
の
父
で

あ
る
孫
文
が
提
起
し
た
軍
政
・
訓
政
・
憲
政
と
い
う
三
段
階
の
政
治

体
制
に
お
け
る
中
間
段
階
で
あ
り
、
一
種
の
権
威
主
義
体
制
で
あ
る
。

そ
れ
は
つ
ま
り
「
地
方
自
治
を
通
じ
て
政
治
的
に
未
熟
な
民
衆
を
訓

導
し
つ
つ
」
、
党
に
よ
る
支
配
（
以
党
治
国
）
を
正
当
化
し
た
「
一

種
の
代
行
主
義
に
基
づ
く
開
明
専
制
」
で
あ
る
。
孫
文
没
後
、
一
九

二
八
年
に
北
伐
を
完
成
し
て
全
国
を
統
一
し
た
中
国
国
民
党
最
高
指

導
者
の
蒋
介
石
は
南
京
に
国
民
政
府
を
樹
立
し
、
そ
の
統
治
理
念
と

し
て
軍
政
か
ら
憲
政
へ
の
中
間
段
階
と
し
て
の
訓
政
を
掲
げ
た
。

従
来
、
訓
政
に
関
し
て
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
欧
米
で
も
ま
た
中

国
や
台
湾
で
も
す
で
に
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の

先
行
研
究
の
多
く
は
、
こ
の
時
期
の
訓
政
体
制
が
脆
弱
な
党
組
織
を



基
盤
に
し
た
「
弱
い
独
裁
（
弱
勢
独
裁
）
」
で
あ
り
、
国
民
党
の
一

党
独
裁
は
蒋
介
石
に
よ
る
軍
機
構
に
依
存
し
た
形
で
の
個
人
独
裁
と

な
り
、
地
方
自
治
も
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
と
す
る
結
論
を
導
き
出

し
て
き
た
。
岩
谷
君
は
そ
う
し
た
結
論
を
否
定
し
な
い
が
、
こ
れ
ら

の
研
究
が
政
権
の
性
格
や
指
導
者
の
資
質
に
問
題
の
根
源
を
見
出
す

だ
け
で
、
民
主
的
な
憲
政
体
制
を
目
指
す
べ
き
訓
政
体
制
が
な
ぜ
に

蒋
介
石
の
独
裁
に
終
始
し
、
非
民
主
的
で
権
威
主
義
的
支
配
に
止
ま

ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
（
序
論
）
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
う
え

に
、
岩
谷
君
は
国
民
党
が
な
ぜ
弱
体
で
あ
り
続
け
た
の
か
、
訓
政
体

制
は
い
か
な
る
社
会
的
基
盤
に
根
ざ
し
て
い
た
の
か
、
弱
体
な
党
組

織
が
い
か
に
体
制
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
な
ど
、
蒋
介
石

統
治
下
の
中
国
国
民
党
に
よ
る
政
治
支
配
体
制
の
深
層
に
迫
る
分
析

を
展
開
し
、
個
人
独
裁
と
民
主
化
の
嵯
朕
と
い
う
訓
政
の
帰
結
を
考

察
し
て
い
る
。

特別記事

序
論
に
続
き
本
論
の
総
論
と
な
る
第
二
章
「
訓
政
の
理
念
と
実

態
」
で
は
、
ま
さ
に
表
題
の
通
り
、
訓
政
の
全
体
的
な
理
念
に
つ
い

て
論
じ
る
と
と
も
に
、
訓
政
の
根
幹
と
な
る
地
方
自
治
政
策
の
実
態

を
分
析
す
る
こ
と
で
そ
の
議
離
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
岩
谷
君
に

よ
れ
ば
、
訓
政
の
理
念
は
国
民
党
が
政
権
の
多
く
の
機
能
を
代
行
す

る
こ
と
で
、
と
り
わ
け
地
方
自
治
を
通
じ
て
未
熟
な
民
衆
に
対
し
て

民
権
を
教
育
し
訓
練
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
党
は
政

府
に
協
力
す
る
と
同
時
に
監
察
し
て
地
方
自
治
を
進
め
、
地
方
党
組

織
は
地
方
軍
事
勢
力
に
支
配
さ
れ
国
民
党
の
支
配
が
及
ば
な
い
地
域

に
お
い
て
草
の
根
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
で
影
響
力
を
確
保
し
よ
う

と
し
た
。
し
か
し
実
態
は
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
で
あ
っ
た
。
国
民

党
の
地
方
組
織
は
政
府
部
門
を
監
察
す
る
ど
こ
ろ
か
、
自
ら
が
撹
乱

要
因
と
な
り
、
む
し
ろ
訓
政
体
制
を
阻
害
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
念
上
の
「
以
党
治
国
」
の
原
則
か
ら
国
民
党

の
指
導
を
外
せ
な
い
こ
と
が
逆
説
的
に
訓
政
の
限
界
を
生
み
出
し
た
。

第
三
章
「
郷
村
社
会
と
国
民
党
政
権
の
課
題
」
で
は
、
地
方
自
治

が
導
入
さ
れ
る
郷
村
社
会
が
国
民
党
統
治
以
前
に
い
か
な
る
性
格
を

有
し
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
国
民
党
が
直
面
し

て
い
た
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
岩
谷
君
に
よ
れ
ば
、
一
九O

O
年
以
降
、
世
界
経
済
の
浸
透
な
ど
に
よ
り
閉
鎖
的
な
郷
村
社
会
に

も
旧
来
秩
序
の
変
革
を
求
め
る
時
代
の
趨
勢
が
徐
々
に
強
ま
り
、
一

九
二
0
年
代
後
半
以
後
、
国
民
党
も
新
た
な
秩
序
を
確
立
す
べ
く
自

治
制
の
導
入
に
踏
み
切
っ
た
。
だ
が
、
地
域
に
就
任
し
た
区
長
の
多

く
が
権
力
を
濫
用
し
て
私
利
を
謀
り
、
そ
れ
を
監
察
す
べ
き
地
方
党

部
や
党
員
は
地
元
出
身
で
あ
る
が
ゆ
え
に
地
元
の
利
害
に
反
す
る
行
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動
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

) 
1
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旬
a
A

第
四
章
「
党
組
織
の
展
開
と
そ
の
嵯
鉄
」
で
は
、
国
民
党
組
織
が

弱
体
で
あ
っ
た
原
因
を
よ
り
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
訓
政
体
制

に
お
け
る
限
界
の
本
質
に
迫
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
国
民
党
の
組
織

的
脆
弱
性
が
、
党
中
央
に
お
け
る
政
治
路
線
の
対
立
、
指
導
者
層
と

青
年
党
員
の
対
立
、
党
中
央
と
地
方
党
部
の
対
立
と
い
う
三
つ
の
角

度
か
ら
解
明
さ
れ
る
。
国
民
党
内
に
は
共
産
党
と
の
関
係
の
あ
り
方

を
め
ぐ
っ
て
党
中
央
と
左
派
と
の
聞
に
論
争
が
存
在
し
、
青
年
党
員

は
中
央
の
党
内
民
主
を
無
視
し
た
や
り
方
に
反
発
し
て
党
内
左
派
に

近
づ
き
、
各
地
方
党
部
は
経
費
問
題
な
ど
か
ら
こ
う
し
た
反
中
央
の

運
動
に
呼
応
す
る
姿
勢
を
と
る
な
ど
勝
手
な
行
動
を
取
る
傾
向
が
目

立
っ
た
。

法学研究 81 巻 11 号（2008

第
五
章
「
訓
政
下
の
地
方
政
治
｜
指
導
者
・
党
・
政
府
｜
」
で
は
、

従
来
の
研
究
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
国
民
党
の
影
響
力
が
比
較
的
弱
く

地
方
軍
事
指
導
者
の
支
配
下
に
あ
っ
た
河
北
省
を
事
例
に
導
入
さ
れ

た
自
治
政
策
の
命
運
を
考
察
し
て
い
る
。
岩
谷
君
に
よ
れ
ば
、
地
方

党
部
や
党
員
は
地
方
政
府
以
上
に
地
元
に
密
着
し
た
青
年
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
聞
に
絶
え
ず
紛
糾
が
発
生
し
て
い
た
。

し
か
も
彼
ら
の
リ
ク
ル
ー
ト
は
極
め
て
杜
撰
で
質
の
低
い
党
員
で
構

成
さ
れ
、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
地
方
党
部
で
は
細
か
な
派
閥
間
の

抗
争
が
絶
え
間
な
く
発
生
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
治
め
る
べ

き
地
方
実
力
者
た
ち
も
指
導
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果

と
し
て
そ
れ
ら
の
要
素
が
あ
い
ま
っ
て
地
方
に
お
け
る
訓
政
体
制
は

形
骸
化
し
て
い
た
。

第
六
章
「
訓
政
制
度
設
計
を
め
ぐ
る
政
策
決
定
過
程
」
で
は
、
蒋

介
石
と
胡
漢
民
と
い
う
国
民
党
の
二
人
の
指
導
者
の
訓
政
初
期
に
お

け
る
制
度
設
計
の
相
違
が
制
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
ど
の
よ
う
な
矛
盾

を
内
包
さ
せ
た
の
か
に
つ
い
て
解
明
し
て
い
る
。
訓
政
に
お
い
て
主

導
権
を
握
っ
た
胡
漢
民
は
、
訓
政
期
の
課
題
と
し
て
の
民
衆
の
政
治

的
諸
権
利
行
使
の
訓
練
の
た
め
に
、
党
の
指
導
と
政
府
の
執
行
と
い

う
発
想
か
ら
両
者
の
間
の
連
携
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
蒋
介

石
は
共
産
党
と
の
対
決
を
最
重
要
と
し
、
党
で
は
な
く
政
府
優
先
の

集
権
制
度
の
導
入
を
は
か
っ
た
。
こ
う
し
た
分
析
に
も
と
づ
き
、
岩

谷
君
は
両
指
導
者
の
相
克
と
対
立
が
結
果
と
し
て
党
の
地
位
の
凋
落

と
求
心
力
の
低
下
を
も
た
ら
し
た
と
論
じ
る
。

第
七
章
「
訓
政
下
に
お
け
る
政
治
指
導
の
構
造
」
で
は
、
そ
れ
ま

で
の
各
章
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
蒋
介
石
に
よ
る
独
裁
体
制
が
彼
個

人
の
資
質
や
志
向
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
政
治

運
営
の
安
定
化
の
た
め
に
形
成
さ
れ
た
構
造
的
問
題
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
。
岩
谷
君
に
よ
れ
ば
、
制
度
上
か
ら
見
れ
ば
、
訓
政
以

降
の
国
民
政
府
は
蒋
介
石
の
個
人
独
裁
で
は
な
く
国
民
党
に
よ
る
独

裁
で
あ
り
、
現
実
の
う
え
で
も
そ
れ
は
複
数
の
指
導
者
に
よ
る
寡
頭
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制
支
配
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
党
組
織
の
脆
弱
性
と
い
う
現
実
の
も
と

で
は
、
政
治
不
安
定
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
個
人
独
裁
が
必
要

と
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
各
章
で
の
分
析
を
踏
ま
え
、
岩
谷
君
は
結
論
の
最

後
の
部
分
で
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
国
民

党
の
訓
政
は
、
不
完
全
な
統
一
に
よ
る
敵
対
者
を
党
内
外
に
抱
え
た

状
況
下
に
お
い
て
、
弱
体
で
あ
っ
た
党
組
織
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
も
、

再
生
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
党
と
い
う
主

体
を
欠
い
た
ま
ま
、
民
主
を
標
祷
し
た
理
念
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し

た
た
め
混
乱
を
惹
起
し
、
結
果
と
し
て
理
念
と
は
対
極
に
あ
る
個
人

独
裁
と
非
民
主
的
な
統
治
制
度
に
帰
結
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
」
と
。

最
後
に
補
論
と
し
て
加
え
ら
れ
た
論
考
「
訓
政
期
に
お
け
る
特
務

組
織
の
発
展
と
蒋
介
石
の
撞
頭
」
で
は
、
蒋
介
石
の
権
力
基
盤
と
し

て
の
特
務
組
織
が
彼
個
人
の
私
的
な
人
間
関
係
の
う
え
に
形
成
・
発

展
し
て
い
く
過
程
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

特別記事

岡

本
論
文
に
評
価
す
べ
き
点
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
以
下
の
三
点
に

集
約
す
る
。

第
一
に
評
価
す
べ
き
は
、
本
論
文
が
放
つ
斬
新
性
と
そ
こ
で
展
開

さ
れ
る
論
理
的
な
分
析
力
で
あ
る
。
従
来
か
ら
、
中
国
国
民
党
の
訓

政
時
期
に
関
し
て
は
多
く
の
研
究
が
存
在
す
る
。
岩
谷
君
は
そ
れ
ら

の
過
去
の
研
究
成
果
を
十
分
に
取
り
入
れ
つ
つ
も
、
新
た
な
視
角
を

提
供
す
る
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
民
主
体
制

を
目
指
す
べ
き
訓
政
体
制
が
挫
折
し
て
い
く
政
治
過
程
に
関
し
て
、

従
来
の
先
行
研
究
が
主
と
し
て
政
権
の
性
格
や
蒋
介
石
と
い
う
指
導

者
個
人
の
資
質
に
関
心
と
分
析
が
集
中
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
岩

谷
君
は
訓
政
の
制
度
的
特
徴
と
党
の
組
織
的
特
徴
を
視
角
に
す
え
、

民
主
化
を
目
標
に
し
た
訓
政
が
、
中
央
指
導
者
の
政
策
的
混
乱
、
中

央
と
地
方
の
政
策
的
相
違
、
地
方
郷
村
社
会
の
閉
鎖
的
な
政
治
体
質
、

地
方
党
組
織
の
混
乱
な
ど
を
通
じ
て
頓
挫
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
見

事
に
描
い
て
い
る
。
し
か
も
全
体
の
論
旨
が
、
理
念
、
社
会
構
造
、

党
組
織
、
地
方
政
治
、
政
策
決
定
、
体
制
と
い
う
順
に
流
れ
る
よ
う

に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
読
む
者
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
。

第
二
に
評
価
す
べ
き
は
、
本
論
文
が
も
っ
中
国
近
現
代
政
治
史
研

究
に
お
け
る
意
義
に
止
ま
ら
ず
、
比
較
政
治
学
へ
の
一
定
の
示
唆
で

あ
る
。
岩
谷
君
の
研
究
は
南
京
国
民
政
府
期
の
中
国
国
民
党
に
よ
る

訓
政
体
制
だ
が
、
そ
の
分
析
の
中
心
は
党
と
政
府
の
関
係
に
あ
る
。

こ
れ
は
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
体
制
に
お
い
て
も
、
ま
た

他
の
い
か
な
る
権
威
主
義
体
制
に
お
い
て
も
核
心
的
な
テ
l

マ
で
あ

る
。
岩
谷
君
は
こ
れ
を
理
念
や
体
制
論
だ
け
で
な
く
訓
政
に
お
け
る
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地
方
自
治
の
失
敗
と
い
う
よ
り
具
体
的
な
現
実
か
ら
説
き
起
こ
し
、

派
閥
抗
争
や
党
員
の
質
の
問
題
か
ら
く
る
党
組
織
の
弱
さ
を
浮
き
彫

り
に
す
る
こ
と
で
権
威
主
義
体
制
の
実
態
を
描
写
す
る
。
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
本
来
憲
政
と
い
う
民
主
体
制
を
目
指
す
べ
き
訓
政
が
国
民

党
の
「
以
党
治
国
」
の
原
則
の
も
と
で
安
易
に
蒋
介
石
の
独
裁
体
制

を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
現
在
の
中
国
共
産
党
支
配
下
の
中

華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
政
治
体
制
の
研
究
に
も
一
定
の
示
唆
を
与

え
て
い
る
。
本
論
文
に
は
こ
う
し
た
隠
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
垣
間
見

法学研究 81 巻 11 号（2008

、
え
る
。

第
三
に
評
価
す
べ
き
は
、
岩
谷
君
の
徹
底
的
な
史
料
収
集
能
力
と

そ
の
読
破
力
で
あ
る
。
中
国
語
、
英
語
、
日
本
語
の
二
次
文
献
の
読

破
量
も
尋
常
で
は
な
い
。
岩
谷
君
の
歴
史
資
料
に
対
す
る
こ
だ
わ
り

と
そ
の
収
集
力
は
群
を
抜
い
て
お
り
、
若
い
中
国
研
究
者
の
間
で
は

定
評
が
あ
る
。
岩
谷
君
は
そ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
読
み
こ
な
し
て
お
り
、

そ
し
て
論
証
の
過
程
で
そ
れ
ら
を
有
効
に
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
あ

た
り
の
実
証
過
程
は
す
で
に
老
練
と
も
い
え
る
領
域
に
入
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
本
論
文
に
は
、
改
善
す
べ
き
あ
る
い
は
将
来
へ
の
課
題

と
す
べ
き
点
も
あ
る
。
第
一
に
結
論
へ
と
つ
な
が
る
部
分
で
、
岩
谷

君
は
蒋
介
石
に
よ
る
独
裁
体
制
を
主
と
し
て
地
方
党
組
織
の
混
乱
と

国
民
党
の
統
治
原
則
か
ら
構
造
的
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
説

明
し
て
い
る
が
、
補
論
で
は
特
務
組
織
の
確
立
に
よ
る
蒋
介
石
の
主

体
的
な
独
裁
強
化
を
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
矛
盾
が
あ
り
は
し
な
い

か
。
独
裁
体
制
の
起
源
を
、
構
造
的
な
契
機
と
蒋
介
石
個
人
の
契
機

と
い
う
両
者
を
よ
り
バ
ラ
ン
ス
よ
く
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な

か
っ
た
の
か
。
第
二
に
本
論
文
の
意
義
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
岩

谷
君
は
自
身
の
研
究
を
、
中
国
国
民
党
訓
政
体
制
研
究
と
い
う
領
域

に
抑
制
的
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
本
論
文
は
前
述
し
た
よ
う

に
比
較
政
治
学
の
な
か
で
の
意
義
づ
け
も
可
能
で
あ
る
し
、
中
国
共

産
党
史
と
の
比
較
を
通
じ
る
な
ど
中
華
民
国
史
や
中
国
革
命
史
の
な

か
で
大
き
く
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
面
で
の

よ
り
大
き
な
視
座
を
提
供
し
て
く
れ
で
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

第
三
に
史
料
の
読
破
量
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
が
、

当
時
の
文
献
を
翻
訳
す
る
過
程
で
古
い
文
体
が
そ
の
ま
ま
引
用
文
に

使
わ
れ
、
文
章
表
現
と
し
て
読
み
に
く
い
部
分
が
散
見
さ
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
諸
課
題
は
も
と
よ
り
本
論
文
が

中
国
近
現
代
史
研
究
に
残
し
た
大
き
な
足
跡
を
い
さ
さ
か
も
損
な
う

も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
岩
谷
君
が
本
論
文
を
著
書
と

し
て
公
刊
す
る
さ
い
、
あ
る
い
は
今
後
の
研
究
の
な
か
で
反
映
さ
れ

る
こ
と
を
望
み
た
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
審
査
員
一
同
は
、
本
論
文
が
中
国
国
民
党
史
、

そ
し
て
広
く
は
中
国
近
現
代
史
の
研
究
に
新
た
な
一
歩
を
記
し
た
き

わ
め
て
優
れ
た
先
駆
的
な
学
術
研
究
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
こ
の
こ
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と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
一
致
し
て
、
提
出
さ
れ
た
岩
谷
持
君
の
研
究

業
績
が
博
士
学
位
（
法
学
、
慶
慮
義
塾
大
学
）
を
授
与
す
る
に
十
分

な
学
識
を
示
し
た
内
容
で
あ
る
と
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
O
O
八
年
一
一
月
六
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