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米
山
桂
三
教
授
學
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

米
山
桂
三
教
授
學
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

1
孟
論
女

2
副
論
交

世
論
の
本
質

肚
會
調
査

　
本
研
究
者
は
、
太
李
洋
戦
雫
終
結
後
の
日
本
民
主
化
の
過
程
に
お
い
て
、
わ

が
國
の
世
論
研
究
が
從
來
の
観
念
論
的
傾
向
を
腕
し
て
、
次
第
に
経
瞼
科
學
と

し
て
確
立
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
す

る
。
特
に
過
去
二
十
年
間
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
護
達
し
た
世
論
調
査
の
諸
技

術
は
、
集
團
の
意
見
と
し
て
の
世
論
を
具
膣
的
個
人
の
意
見
の
統
計
學
的
集
計

の
結
果
と
し
て
示
し
得
る
こ
と
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
、
今
や
世
論

は
立
派
に
科
學
的
分
析
に
耐
え
う
る
脛
瞼
的
に
し
て
L
か
も
客
観
的
な
事
實
に

な
つ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
研
究
者
は
、
集
團
的
事
實
を
、
そ
こ
に
統
計
學
的

操
作
が
介
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
直
接
個
人
的
事
實
か
ら
読
明
す
る
こ
と

が
、
肚
會
科
學
の
経
験
主
義
的
性
格
を
貫
く
唯
一
の
方
法
だ
と
は
信
じ
て
い
な

い
。
殊
に
右
に
い
う
統
計
學
的
操
作
は
、
個
の
集
計
か
ら
全
腱
を
説
明
す
る
優

れ
た
方
法
と
は
い
い
え
よ
う
が
、
集
團
的
事
實
と
し
て
の
全
盟
は
、
實
は
統
計

學
上
の
頻
度
概
念
よ
り
も
も
つ
と
複
難
な
諸
要
因
の
か
ら
み
合
つ
た
構
成
燈
で

八
二

（
一
〇
二
四
）

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
意
味
で
研
究
者
は
、
集
團
的
事
實
と
し
て
の
世
論
に
つ
い
て
も
、

た
だ
集
團
成
員
と
し
て
の
個
人
の
意
見
の
統
計
學
的
頻
度
分
布
を
測
定
す
る
だ

け
で
は
満
足
せ
ず
、
世
論
を
肚
會
科
學
的
な
意
味
で
の
集
團
的
事
實
と
し
て
捉

え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
世
論
そ
の
も
の
に
關
す
る
肚
會
科
學
的
な
概
念
規
定
が

必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
お
よ
そ
肚
會
現
象
の
よ
う
な
複
合
的
な
集
團
的
事

實
を
経
験
科
學
的
に
把
握
す
る
に
も
、
豫
じ
め
封
象
に
つ
い
て
の
肚
會
科
學
的

な
概
念
規
定
が
必
要
で
あ
る
が
（
自
然
科
學
の
實
験
手
順
も
そ
の
例
外
で
は
な

い
）
、
研
究
者
は
そ
の
副
論
文
「
肚
會
調
査
」
の
中
で
、
特
に
こ
の
こ
と
を
吐

會
調
査
に
お
け
る
概
念
圖
式
の
意
義
の
間
題
と
し
て
取
扱
つ
て
い
る
。

　
か
く
て
研
究
者
は
、
世
論
の
纏
験
科
學
的
把
握
に
際
し
て
も
、
世
論
の
本
質

的
概
念
が
豫
じ
め
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
つ
て
、

こ
れ
を
敏
い
た
世
論
調
査
が
、
し
ば
し
ぽ
、
歎
量
上
の
相
關
は
あ
る
が
實
は
雑

然
と
し
た
恣
意
的
な
個
人
的
意
見
の
羅
列
に
遇
ぎ
な
い
も
の
に
な
つ
て
し
ま
つ

て
、
人
間
集
團
の
意
見
と
し
て
の
世
論
の
科
學
的
研
究
に
な
に
も
の
も
寄
與
し

な
い
と
い
う
事
實
を
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

　
か
く
て
本
研
究
は
第
二
章
に
お
け
る
研
究
者
の
世
論
調
査
批
到
か
ら
理
解
し

て
ゆ
く
こ
と
が
便
宜
で
あ
ろ
5
。
そ
の
批
判
は
次
の
二
鮎
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
ま

ず
e
世
論
と
は
問
題
が
生
じ
て
は
じ
め
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
が
、
個
々
人
が
勝
手
に
所
定
の
間
題
に
反
慮
し
て
い
る
だ
廿
で
世
論
が
形
成



さ
れ
る
と
は
考
え
得
な
い
と
い
う
黙
で
あ
る
。
一
つ
の
間
題
は
そ
れ
に
反
鷹
す

る
個
人
の
態
度
の
面
で
は
、
そ
の
問
題
に
關
蓮
あ
る
他
の
い
ろ
い
ろ
の
問
題
と

關
係
が
あ
る
は
ず
で
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
一
つ
の
問
題
自
身
が
問
題
に
さ
え

な
り
え
な
い
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
世
論
調
査
の
實
施
に
當
つ
て

も
、
一
つ
の
問
題
に
つ
い
て
の
世
論
を
測
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
關
蓮
あ

る
他
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
意
見
を
も
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
世
論
調
査
に
お
け
る
そ
う
し
た
手
順
の
必
要
性
は
、
世
論
の
概

念
規
定
す
な
わ
ち
概
念
圖
式
が
明
確
に
さ
れ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
次
は
⇔
集
團
的
事
實
と
し
て
の
世
論
は
、
一
つ
の
問
題
を
中
心
に
、
個
人
が

バ
ラ
バ
ラ
に
反
鷹
す
る
だ
け
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
集
團
的
事
實
そ
の
も
の
は
本
來
、
集
團
成
員
間
の
相
互
作
用
を
前
提
と
す

る
こ
と
な
く
し
て
は
成
立
し
な
い
。
世
論
も
集
團
的
事
實
で
あ
る
限
り
、
ま
ず

集
團
成
員
間
の
相
互
作
用
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
研
究
者
は
「
討
論
」
の
事
實
に
求
め
る
。
そ
こ
で
研
究
者
は
、
集
團
成

員
が
一
つ
の
問
題
に
封
し
て
バ
ラ
バ
ラ
に
反
感
し
て
い
る
だ
け
で
、
相
互
間
に

何
の
關
蓮
づ
け
（
討
論
）
も
な
い
と
い
う
の
で
は
、
そ
う
し
た
個
人
的
意
見
が

ど
れ
ほ
ど
統
計
學
的
な
正
確
性
を
も
つ
て
集
計
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
以

つ
て
世
論
と
見
倣
す
こ
と
は
出
來
な
い
と
主
張
す
る
。

　
最
近
の
世
論
研
究
に
お
け
る
こ
う
し
た
敏
陥
を
取
除
く
た
め
に
、
研
究
者
は

　
　
　
　
米
山
桂
三
教
授
學
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

ま
ず
世
論
を
動
態
現
象
と
し
て
概
念
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
彊
調
し
、
そ
の
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ロ
ヴ

個
人
的
意
見
が
全
く
集
團
の
慣
習
に
支
配
さ
れ
て
い
る
段
階
の
世
論
を
J
曲
線

で
示
し
、
こ
う
し
た
慣
習
の
支
配
に
公
然
と
異
論
を
唱
え
る
も
の
が
出
現
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ヨ
ヴ

に
至
つ
た
段
階
の
世
論
を
v
曲
線
で
示
し
、
こ
う
し
て
反
封
者
と
賛
成
者
が
討

論
（
相
互
作
用
）
し
合
い
、
互
い
に
要
協
可
能
な
條
件
を
見
出
そ
う
と
努
力
す

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ヨ
ヴ

る
段
階
の
世
論
を
W
曲
線
で
示
す
が
、
そ
う
し
た
條
件
の
共
通
性
を
通
し
て

「
経
験
の
共
有
」
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
段
階
（
討
論
が
熟
し
た
段

　
　
　
　
　
　
ノ
じ
マ
ル
ロ
フ
レ
ク
エ
ン
シ
コ
の
カ
　
ヴ

階
）
の
世
論
を
正
常
頻
度
曲
線
で
示
そ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
正
常

頻
度
曲
線
の
頻
度
の
最
も
高
い
部
分
に
含
ま
れ
る
意
見
は
や
が
て
制
度
化
さ
れ

慣
脅
と
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
再
び
個
人
的
意
見
が
J
曲
線
に
復
錨
す
る
が
、

こ
の
一
蓮
の
過
程
的
現
象
が
世
論
の
本
質
的
概
念
と
な
る
と
す
る
。

　
さ
て
研
究
者
は
本
研
究
を
通
じ
、
右
に
述
べ
た
世
論
の
本
質
的
概
念
の
理
論

的
展
開
を
試
み
て
い
る
わ
け
だ
が
、
研
究
者
は
、
世
論
が
本
來
集
團
的
事
實
で

あ
る
と
い
5
こ
と
か
ら
、
世
論
の
理
論
的
展
開
に
は
、
ま
ず
集
團
文
化
と
世
論

と
の
關
蓮
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
を
痛
感
し
、
本
研
究
の
第
一
章
は
日
本
人

が
形
成
す
る
世
論
に
封
す
る
日
本
文
化
の
拘
束
性
の
問
題
を
取
上
げ
る
。
既
に

研
究
者
が
世
論
を
集
團
の
慣
習
的
意
見
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
注
意
し
て

い
る
鮎
を
指
摘
し
た
が
、
從
來
強
い
慣
習
と
し
て
日
本
人
の
行
動
を
拘
束
し
て

き
た
日
本
の
義
理
文
化
は
、
日
本
人
に
自
ら
の
灌
利
と
し
て
あ
る
い
は
義
務
と

し
て
自
己
の
意
見
を
獲
表
し
他
人
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
困
難
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
（
一
〇
二
五
）



　
　
　
　
米
山
桂
一
、
一
教
授
學
位
請
求
論
交
審
査
要
旨

の
で
、
日
本
人
は
と
か
く
「
義
理
」
で
他
人
の
意
見
を
鵜
呑
み
に
す
る
傾
向
が

彊
く
、
そ
の
こ
と
が
日
本
人
の
世
論
を
歪
曲
す
る
原
因
と
な
る
と
い
う
。

　
弐
に
第
二
章
の
は
じ
め
に
お
い
て
、
前
述
し
た
通
り
研
究
者
は
本
研
究
の
基

本
概
念
を
提
示
し
て
い
る
が
、
な
お
績
い
て
世
論
は
集
團
成
員
が
慣
脅
の
支
配

か
ら
暁
却
す
る
際
の
集
團
的
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
事
實
を
指
摘
し
、
研

究
者
は
こ
こ
で
、
慣
習
に
封
す
る
反
封
意
見
の
顯
在
化
が
世
論
現
象
が
成
立
す

る
基
本
條
件
で
あ
る
こ
と
を
彊
調
し
、
そ
の
こ
と
が
賛
否
爾
論
の
間
に
討
論
を

促
し
つ
つ
途
に
世
論
の
形
成
に
導
く
に
至
る
事
情
を
、
多
く
の
世
論
調
査
結
果

を
分
析
し
な
が
ら
解
明
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
既
に
、
集
團
的
事
實
と
し
て
の
世
論
の
科
學
的
な
把
握
に
営
つ
て

個
の
頻
度
か
ら
全
盟
の
性
質
を
読
明
し
よ
う
と
す
る
統
計
學
的
方
法
の
欲
隔
を

認
め
る
研
究
者
は
、
第
三
章
以
下
で
は
、
吐
會
科
學
方
法
論
と
し
て
ゲ
シ
ュ
タ

ル
ト
理
論
か
ら
獲
展
し
■
Φ
且
β
　
一
派
の
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ソ
ク
ス
と

し
て
結
實
し
た
勘
臆
暗
鵬
耽
プ
ロ
ー
チ
」
に
よ
つ
て
世
論
理
論
の
構
成
を
企
て

よ
う
と
し
て
い
る
が
、
特
に
第
三
章
で
は
、
世
論
が
形
成
さ
れ
る
状
況
は
、
慣

習
的
状
況
、
宣
傳
的
状
況
あ
る
い
は
選
撃
の
よ
う
な
制
度
的
状
況
か
ら
は
嚴
密

に
匪
別
さ
れ
る
「
報
道
・
結
吐
毒
薗
論
の
自
由
」
が
保
障
さ
れ
た
「
討
論
状
況
」

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
β
＝
印
旨
一
8
フ
雪
円
曾
巳
o
o
o
矯
譲
・
切
讐
Φ
ン

P
国
庁
寧
ト
b
ぢ
。
9
お
よ
び
2
言
o
客
等
々
の
諸
見
解
は
、
世
論
現
象

の
状
況
的
把
握
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
馳
に
注
目
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
　
（
一
〇
二
六
）

　
次
に
研
究
者
は
第
四
章
で
、
世
論
の
歌
況
的
把
握
に
お
け
る
統
計
學
的
方
法

の
得
失
を
論
じ
て
い
る
が
、
研
究
者
は
統
計
學
的
方
法
は
世
論
の
動
態
的
特
性

を
損
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
が
世
論
現
象
の
客
観
的
読
明
に
寄
與

す
る
事
實
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
世
論
が
吐
會
墜
動
の
一
つ
の
主
要
な
要
因

と
し
て
獲
揮
す
る
そ
れ
の
創
造
性
と
い
う
も
の
は
、
統
計
學
の
頻
度
概
念
の
み

で
は
読
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
研
究
者
は
こ
こ
で
再
び
、

冒
き
ロ
富
一
目
の
知
識
の
相
關
性
の
理
論
を
と
り
入
れ
な
が
ら
「
討
論
」
と
い

う
集
團
的
概
念
の
導
入
の
必
要
性
を
彊
調
し
て
い
る
。

　
さ
て
以
上
に
お
い
て
は
主
に
、
世
論
の
形
成
過
程
に
の
み
注
意
が
向
け
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
研
究
者
は
、
世
論
は
ま
た
吐
會
統
制
の
メ
ヵ
ニ
ズ
ム

と
し
て
人
間
の
吐
會
生
活
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
と
い
う
事
實
か
ら

し
て
、
世
論
研
究
の
理
論
的
展
開
に
は
、
是
非
と
も
、
そ
の
機
能
的
側
面
を
考

察
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
既
に
そ
の
誤
謬
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
「
吐
會
心
意
」
説
を
認
め
な
い
限
り
、
世
論
の
統
制
機
能
と
は
、
終
局
的
に

は
世
論
的
意
見
を
抱
く
個
人
自
ら
が
自
ら
の
行
動
を
規
制
す
る
こ
と
に
外
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
世
論
の
統
制
機
能
と
は
、
個
人
が
「
討
論
」
を
通
し
て
他
人
と

の
「
纒
験
の
共
有
」
を
意
識
す
る
に
至
る
世
論
形
成
の
過
程
に
お
い
て
、
個
人

が
自
律
的
に
行
動
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
（
開
か
れ
た
精
碑
）
、
世
論

の
統
制
機
能
と
民
主
政
治
の
原
則
と
の
間
に
は
極
め
て
緊
密
な
關
蓮
の
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
極
度
に
複
雑
化
し
た
近
代
的
大
衆
吐
會
の
成
員



は
、
日
常
の
生
活
に
追
わ
礼
、
示
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
充
分
な
知
識
を
も
つ

て
他
人
と
の
討
論
に
参
加
し
、
自
ら
他
人
と
の
「
纒
験
の
共
有
」
を
意
識
し
て

自
律
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
稀
れ
で
あ
る
の
で
、
近
代
肚
會
に
お
い
て
は
世
論

と
の
關
蓮
に
お
い
て
つ
ね
に
世
論
指
導
の
問
題
が
浮
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
が
、

研
究
者
は
、
民
主
政
治
の
下
に
お
け
る
世
論
指
導
と
は
結
局
は
、
個
人
的
意
見

の
組
織
化
の
問
題
に
外
な
ら
な
い
の
で
、
世
論
の
状
況
的
把
握
と
い
う
こ
と
が

確
立
し
て
お
れ
ば
、
世
論
指
導
が
宣
傳
活
動
と
混
同
さ
れ
て
、
全
腱
主
義
の
復

活
を
招
く
こ
と
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
砺
究
者
の
基
本
概
念
が

肚
會
學
お
よ
び
吐
會
心
理
學
に
お
け
る
「
地
位
」
「
役
割
」
に
求
め
ら
れ
て
い

る
鮎
は
特
に
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
世
論
概
念
を
め
ぐ
る
全
騰
主
義
と
民
主
主
義
の
封
立

は
、
世
論
概
念
の
歴
史
的
考
察
を
通
し
て
解
明
し
う
る
と
い
う
の
が
研
究
者
の

理
論
的
な
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
の
第
六
章
で
研
究
者
は
、
世
論
の
原

型
を
未
開
吐
會
に
お
け
る
「
話
し
合
い
」
に
求
め
な
が
ら
、
世
論
が
そ
れ
自
身

統
制
機
能
を
も
つ
と
す
る
世
論
是
認
読
と
、
そ
う
し
た
世
論
の
機
能
を
否
定
す

る
世
論
否
認
説
と
を
分
け
、
こ
の
爾
者
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
世
論
概
念

の
歴
史
的
規
定
を
果
そ
う
と
す
る
。
こ
の
場
合
研
究
者
は
、
世
論
是
認
説
と
し

て
ト
同
尻
8
包
ρ
Z
8
冨
ツ
b
o
旨
富
目
”
団
言
昌
零
巨
一
等
の
説
を
楡
討

し
、
ま
た
世
論
否
認
誘
と
し
て
は
男
冨
3
｝
O
器
謎
ρ
国
o
鴨
一
の
誘
を
ふ
り

か
え
り
、
な
お
中
間
的
な
立
場
を
と
る
も
の
と
し
て
竃
き
匡
薯
o
島
”
毘
o
磯
9
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図
O
房
器
即
F
国
盲
β
宏
昌
拝
一
甘
づ
匿
目
昌
　
の
読
を
槍
討
あ
る
い
は
再
楡
討

し
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
矛
盾
を
、
O
留
磯
即
昆
の
行
動
主
義
的
世
論
概
念
、

9
9
薯
の
組
織
論
的
世
論
概
念
、
国
①
一
一
霞
の
意
志
主
義
的
世
論
概
念
お
よ
び

ト
ぎ
蒔
　
の
世
論
の
過
程
的
概
念
あ
る
い
は
蜜
壁
旨
Φ
ぼ
　
の
知
識
肚
會
學

の
諸
概
念
を
取
入
れ
な
が
ら
止
揚
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
が
、
本
章
の
學
読
史

的
考
察
は
ほ
と
ん
ど
原
典
に
直
接
取
組
ん
だ
成
果
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
世
論
本
來
の
機
能
は
、
民
主
主
義
乃
至
は
民
主
政
治
と
の
關
蓮
に

お
い
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
の
で
、
研
究

者
は
改
め
て
第
七
章
に
お
い
て
は
、
特
に
民
主
政
治
と
世
論
と
の
關
係
を
論

じ
、
民
主
的
な
世
論
政
治
は
、
民
主
政
治
の
下
に
お
け
る
報
道
・
結
肚
・
言
論

の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
世
論
状
況
の
確
立
を
通
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
す
る

結
論
を
出
す
こ
と
に
よ
つ
て
第
三
章
以
下
の
提
言
を
裏
づ
け
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
研
究
者
は
第
八
童
で
は
職
雫
と
世
論
の
問
題
を
取
上
げ
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
一
般
に
は
職
雫
状
態
が
作
り
出
す
宣
傳
吠
況
の
下
で
は
、
と
か
く
宣

傳
の
氾
濫
に
よ
つ
て
世
論
の
機
能
は
失
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と

え
職
時
下
で
も
世
論
状
況
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
民
主
的
な
努
力
が
沸
わ
れ
れ

ば
、
世
論
は
そ
の
機
能
を
失
わ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
か
え
つ
て
世
論
の
支
配

す
る
職
時
國
内
態
勢
の
方
が
、
遙
か
に
宣
傳
態
勢
に
勝
る
と
い
う
こ
と
を
、
封

濁
職
雫
勃
獲
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
國
内
情
勢
の
實
際
に
印
し
な
が
ら
解
明
し
、
世

論
と
宣
傳
と
の
根
本
的
な
相
蓮
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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最
後
に
第
九
章
「
世
論
調
査
」
お
よ
び
第
十
章
「
世
論
調
査
の
實
際
」
に
お

い
て
研
究
者
は
、
改
め
て
世
論
調
査
が
そ
の
科
學
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
飴

り
、
か
え
つ
て
世
論
研
究
を
肚
會
科
學
と
し
て
確
立
す
る
際
に
障
害
と
な
る
側

面
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
繁
薙
を
い
と
わ
ず
、
既
に
定
読
と

な
つ
て
い
る
世
論
調
査
の
諸
技
術
お
よ
び
そ
の
實
際
に
つ
き
詳
細
な
楡
討
を
加

え
た
上
で
、
結
局
集
團
的
事
實
と
し
て
の
「
世
論
」
の
科
學
的
な
研
究
調
査
に

は
、
肚
會
科
學
的
な
意
味
で
の
世
論
概
念
の
確
立
從
つ
て
研
究
調
査
す
べ
き
世

論
に
つ
い
て
の
概
念
圖
式
が
必
要
鉄
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

て
本
研
究
を
完
結
し
て
い
る
。

　
本
論
文
を
通
じ
て
示
さ
れ
て
い
る
研
究
者
の
濁
創
的
な
研
究
方
法
と
、
並
び

に
そ
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
學
識
は
、
法
學
博
士
の
學
位
を
與
え
る
に
十
分
な

も
の
と
認
め
る
。

　
　
昭
和
三
十
五
年
二
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
審
査
委
員
　
慶
感
義
塾
大
學
教
授
島
田
　
久
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
慶
感
義
塾
大
學
教
授
　
潮
田
　
江
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
慶
感
義
塾
大
學
教
授
　
伊
藤
　
政
寛

八
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