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こ
れ
ま
で
に
の
べ
た
の
は
、
経
済
学
の
研
究
部
門
の
分
類
の
仕
方
か
ら
み
た
経
済
学
史
の
位
置
、
経
済
学
史
の
本
質
、
課
題
と
方
法

と
か
ら
規
定
さ
れ
る
学
史
の
類
型
、
お
よ
び
現
代
の
経
済
学
史
に
お
い
て
展
開
せ
ら
る
べ
き
内
容
の
一
般
な
ど
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し

と
し
て
は
、
お
よ
そ
こ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
に
つ
い
て
私
見
を
吐
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
学
史
研
究
の
現
代
的
意
義
は
お
の
ず
と

あ
き
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

G

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
叙
述
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
わ
た
く
し
の
考
え
よ

う
と
す
る
方
向
は
あ
呂
い
は
は
っ
き
り
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
州
出
代
の
経
済
学
史
の
研
究
が
せ
負
っ
て
い
る
課
題
が
ど
う
し
て
果
た

さ
れ
る
の
や
ら
、
学
史
の
展
開
の
内
容
が
こ
れ
ま
で
と
ど
う
変
わ
る
こ
と
に
な
る
の
や
ら
、
は
っ
き
り
せ
ぬ
ま
ま
に
述
べ
お
え
た
形
に

な
っ
て
し
ま
っ
た

Q

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
わ
た
く
し
自
身
の
学
史
研
究
に
よ
っ
て
具
体
的
に
示
め
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、

抽
象
論
議
と
し
て
も
ま
だ
展
開
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
わ
た
く
し
の
十
分
に
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
た
び
は
、
と
も
か
く
こ
の
程
度
で
自
説
の
積
極
的
な
展
開
を
打
ち
切
り
た
い
と
思
う

G

最
後
に
、
す
で
に
気
づ
い
て
い
る
若
干
の
補



説
巷
お
こ
な
い
、
あ
わ
せ
て
、
現
代
の
、
と
く
に
わ
が
国
の
、
諸
家
の
見
解
に
た
い
す
る
私
見
を
の
一
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
説
の
足

り
ん
也
い
と
こ
ろ
を
お
ぎ
な
、
つ
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
わ
た
く
し
が
経
済
学
の
形
成
に
お
け
る
二
つ
の
次
元
と
し
て
の
ベ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
補
い
を
し
て
お
く
。
上
述
の

二
一
ツ
の
次
一
元
は
論
理
的
な
順
序
と
し
て
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
つ
ね
に
歴
史
的
に
も
、
二
つ
の
わ
か
れ
た
姿
を
と
っ
て

あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
古
典
学
派
の
立
場
が
確
立
す
る
と
、
経
済
学
の
体
系
が
と
と
の
い
、
そ
の
あ
と
で
は

じ
め
て
、
古
典
学
派
の
立
場
か
ら
す
る
経
済
学
史
や
方
法
論
な
ど
が
経
済
学
の
体
系
と
は
別
に
、
あ
る
い
は
別
の
人
に
よ
っ
て
、
展
開

せ
ら
れ
る
、
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
ん
な
に
悟
性
的
な
解
釈
を
さ
れ
る
と
、
真
実
は
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。
真
実
は
、
第
一
次

元
と
第
二
次
元
と
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
経
済
学
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
二
つ
の
次
元
の
こ
の
重
な
り
合
い
に
つ
い
て
簡
単
に

説
明
し
て
お
モ
つ
。

第
一
次
の
形
成
が
な
っ
て
以
後
、
つ
ま
り
古
典
学
派
の
類
型
が
子
ミ
ス
に
よ
っ
て
で
き
上
が
っ
て
か
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
経
済

学
史
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
学
の
個
々
の
理
論
は
、
現
実
の
経
済
生
活
の
な
ま
の
経
験
だ
け
を
基
に
し
て
反
省
す
る
ば
あ
い

1
l
乙
の

態
度
の
重
要
さ
に
つ
い
て
注
意
を
う
な
が
す

r

」
と
は
大
へ
ん
必
要
で
あ
る
1
ー
の
ほ
か
は
、
大
な
り
小
な
り
、
過
去
の
浬
論
や
命
題
と

の
関
係
に
お
い
て
、
展
開
せ
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
と
く
に
経
済
理
論
や
経
済
学
上
の
命
題
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
成
要
素

と
な
芯
と
1
l
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
の
補
説
と
し
て
す
ぐ
ワ
ぎ
に
論
じ
る

1
1
1、
以
前
の
学
派
の
理
論
や
命
題
は
、
た
だ
科
学
や
思

想
の
領
域
で
市
民
権
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
が
一
般
人
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
普
及
す
る
一
」
と
に
よ
ワ
て
、
濃
淡
さ

ま
ざ
ま
な
誤
解
を
ま
じ
え
な
が
ら
も
、
日
常
用
語
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
な
く
、
さ
ら
に
、
階
級
的
利
害
を
ば
反
映
し
な
が
ら

超
階
級
的
な
ひ
ろ
い
妥
当
性
を
も
っ
理
論
や
命
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
と
り
あ
っ
か
わ
れ
、
し
た
が
ッ
て
階
級
闘
争
の
武
器
の
一
部
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に
転
化
す
る
か
ら
、
過
去
の
経
済
学
と
の
対
決
は
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
、
緊
急
の
要
務
と
な
ワ
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
、
経
済
学
の
第
一
次
的
形
成
そ
の
こ
と
の
た
め
に
も
、
第
二
次
的
形
成
で
あ
る
部
分
が
必
要
で
欠
〈
と
と
を
え
な
い
も
の
と
な
る

の
で
あ
る
。
ぞ
れ
の
み
か
、
歴
史
的
な
学
派
の
消
長
交
代
を
調
ベ
る
な
ら
ば
、
新
ら
し
い
立
場
と
称
す
る
も
の
が
、
自
分
の
新
説
の
積

極
的
な
展
開
を
こ
こ
ろ
み
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
旧
説
の
欠
陥
を
暴
露
し
消
極
的
な
批
判
を
お
と
な
う
こ
と
に
熱
を
入
れ
た
と
い
う
こ
と

す
ら
、
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

ワ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
経
済
学
の
第
一
次
的
形
成
の
中
に
第
二
次
的
形
成
が
混
入
し
て
お
り
、
そ
の
混
入

の
中
か
ら
、
あ
た
ら
し
い
第
一
次
形
成
が
み
の
ろ
う
と
す
る
。
過
去
の
経
済
学
の
批
判
的
検
討
を
通
し
て
、
あ
た
ら
し
い
経
済
学
は
芽

ば
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
過
程
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
型
が
あ
る
。
上
に
論
じ
た

E
こ
ろ
を
記
憶
さ
れ
、
そ
の
理
路
を
た
ど
っ
て
考
え
よ
う
と
す
る
読
者
な
ら

お
そ
ら
く
は
予
期
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
型
に
つ
い
て
若
干
の
言
葉
を
足
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
過
去
の
経
済
学
の
体
系
壱
一
つ
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
「
一
」
と
い
う
性
格
に
お
い
て
批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
新
ら
し
い

立
場
を
主
張
す
る
ζ

と
が
あ
る
。
い
わ
ば
総
括
的
な
批
判
で
あ
り
、
学
派
の
立
つ
根
本
的
な
立
場
の
批
判
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
旧
い
経
済

学
説
を
そ
の
「
多
」
と
い
う
性
格
に
お
い
て
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
的
な
批
判
、
歴
史
記
述
上
の
批
判
、
お
よ
び
政
策
論
的

な
批
判
が
成
り
立
つ
。

1
lこ
の
よ
う
に
ョ
あ
わ
せ
て
四
種
の
類
型
の
批
判
を
通
し
て
新
説
の
提
出
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
歴
史
学
派
の
古
典
学
派
に
た
い
す
る
批
判
を
ば
思
い
出
し
て
い
た
だ
く
と
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
総
括
的
な
批
判
も
、
理
論

的
な
批
判
も
、
歴
史
記
述
上
の
批
判
も
、
ま
た
政
策
論
的
な
批
判
も
、
そ
の
い
づ
れ
も
、
読
者
の
脳
裏
に
よ
み
が
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

機
械
論
な
い
し
原
子
論
に
た
い
す
る
有
機
体
説
の
主
張
は
第
一
の
種
類
の
批
判
で
あ
り
、
労
働
価
値
説
に
た
い
す
る
生
産
費
説
に
よ
る

修
正
は
第
二
の
、
古
典
学
派
の
重
商
主
義
論
に
た
い
す
る
政
治
主
義
的
な
弁
護
論
は
第
三
の
、
そ
し
て
自
由
貿
易
論
を
排
す
る
保
護
貿



易
論
の
主
張
は
第
四
の
種
類
の
批
判
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
こ
う
い
う
形
で
、
第
一
次
的
形
成
の
な
か
に
、
第
二
次
の
形
成
の
内
容

と
な
る
べ
き
も
の
だ
入
り
こ
ん
で
く
る
。
つ
ま
り
、
経
済
理
論
や
経
済
史
や
経
済
政
策
の
展
開
そ
れ
自
体
の
な
か
に
、
経
済
理
論
史
や

経
済
史
研
究
史
や
経
済
政
策
論
史
の
批
判
的
検
討
の
プ
戸
セ
見
が
姿
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
テ
I
マ
に
限
っ
て
く
り
か

え
し
て
い
う
と
、
経
済
理
論
の
自
己
展
開
の
な
か
に
は
、
明
示
さ
れ
る
と
暗
示
さ
れ
る
と
の
差
は
あ
り
、
ま
た
は
故
意
に
か
く
そ
う
と

す
る
は
あ
い
が
あ
っ
て
も
、
経
済
理
論
史
の
展
開
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
、
経
済
理
論
史
の
叙
述
は
、
理
論
の
展
開
そ

れ
自
体
が
主
な
目
的
で
あ
る
に
た
い
し
て
、
従
属
的
な
意
味
を
も
っ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
理
論
史
の
叙
述
の
部
分
は
、

『
資
本

論
』
第
一
巻
の
中
か
ら
ゆ
た
か
な
例
証
が
と
り
出
せ
る
よ
う
に
、
本
文
の
註
の
中
に
収
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
h

り
で
あ
る
。
こ
の

考
え
を
す
す
め
て
ゆ
く
と
、
理
論
史
は
、
し
た
が
っ
て
経
済
学
史
の
叙
述
と
い
う
も
の
は
、
理
論
の
叙
述
を
サ
V

ミ
と
す
れ
ば
そ
れ
に

盛
り
あ
わ
さ
れ
た
り
/
マ
の
役
割
を
は
た
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
叙
述
に
つ
い
て
の
関
係
は
ま
た
研
究
に
お
い
て
の
関
係
で
も
あ
る

と
思
わ
れ
、
経
済
学
史
の
研
究
は
経
済
理
論
の
研
究
を
サ
ジ
ミ
と
す
る
そ
の
ツ
マ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
結
局
、
経
済
学
史
の
研
究
の
意
義

は
経
済
理
論
の
研
究
に
従
属
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
と
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
後
に
再
び
と
り
上
げ
ら

れ
よ
、
っ
。

歴
史
学
派
の
立
場
に
つ
い
て
上
に
の
べ
た
こ
と
が
マ
ル
ク
見
経
済
学
に
つ
い
て
も
全
く
同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
、
す
で
に

例
証
と
し
で
出
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
二
つ
の
次
元
が
混
り
合
う
と
い
う
事
態
は
、
突
を
い
え
ば
、
古
典
学
派
に
お

い
て
第
一
次
の
形
成
が
成
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
か
ら
以
後
に
お
い
て
は
じ
め
て
み
ら
れ
る
、
ケ
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
第
一

次
の
形
成
が
は
じ
め
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
に
も
、
す
で
に
第
二
次
の
形
成
が
重
な
り
合
っ
て
お
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
い
ち
じ
る
し
い

例
と
し
て
、

ぞ
ミ
ス
の
体
系
叙
述

l
l第
一
次
的
形
成
の
展
開
ー
ー
の
中
に
、
重
商
主
義
や
重
農
主
義
の
批
判
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
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掬
す
れ
ば
、
ひ
と
ひ
と
の
理
解
が
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
も
ま
た
、
第
二
次
の
形
成
の
契
機
が
第
一
次

の
形
成
の
中
に
混
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
混
入
の
事
実
は
見
お
と
す
べ
き
で
な
い
。
で
は
、
こ
の
混
入
は
ど
う
し
て
生
じ
る
の
か
。
あ
る
い
は
ど
う
し
て
生
じ
な
く
て
は

な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
の
か
。
わ
た
く
し
の
考
え
で
は
、
そ
れ
は
あ
る
事
実
ま
た
は
あ
る
意
識
の
内
容
と
そ
れ
に
た
い
す
る
研
究
者
の
意

識
と
(
つ
ま
り
批
判
的
意
識
)
と
の
関
係
と
い
う
も
の
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
こ
の
こ
と
を
経
済
学
体
一
糸
の
構
成
部
分

で
あ
る
「
多
」
的
要
素
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
理
論
に
お
け
る
上
の
混
入
と
は
、
古
い
、
あ
る
い
は
そ
の

時
の
他
の
人
の
、
理
論
や
命
題
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
、
研
究
者
の
批
判
的
意
識
の
中
に
あ
る
理
論
や
命
題
と
の
混
入
の
と
と
で
あ
る
。

歴
史
に
お
け
る
混
入
と
は
、
過
去
の
事
実
と
そ
の
事
実
に
関
す
る
研
究
者
の
批
判
的
意
識
と
の
混
入
で
あ
る
u

政
策
に
お
け
る
混
入
と

は
、
過
去
の
政
策
の
事
実
や
実
践
的
命
題
と
そ
れ
ら
に
関
す
る
研
究
者
の
批
判
的
意
識
と
の
混
入
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
い
づ
れ
の
部
分

に
せ
よ
、
こ
の
混
入
に
よ
っ
て
、
研
究
者
の
批
判
的
意
識
(
科
学
的
意
識
)
は
、
以
前
の
、
ま
た
は
他
の
人
の
見
解
と
の
異
同
を
し
め

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
に
も
他
人
に
も
明
瞭
に
自
分
を
表
現
し
よ
う
正
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
に
い
う
混
入
の
事
実
は
、
す

な
わ
ち
第
一
次
的
形
成
の
中
に
第
二
次
的
形
成
の
要
素
が
混
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
突
は
対
決
に
低
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が

わ
か
志
。
そ
し
て
こ
の
対
決
と
は
、
古
い
も
の
、
他
人
の
も
の
に
苅
し
て
研
究
者
が
い
ど
む
と
こ
ろ
の
対
決
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

例
え
ば
マ
ル
グ
見
は
自
分
の
労
働
価
値
説
の
立
場
で
も
っ
て
、

ス
ミ
マ
ハ
の
労
働
価
値
論
の
不
徹
底
と
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
限
界
と
対
決

し
た
の
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
は
重
商
主
義
や
重
農
主
義
の
実
践
的
命
題
を
む
こ
う
に
ま
わ
し
て
7
自
分
の
自
由
放
任
思
想
と
の
対
決
を
は

か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
対
決
に
つ
い
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
研
究
者
自
身
の
理
論
的
、
実
践
的
命
題
が
ま
ず
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
必



要
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
の
対
決
の
材
料
と
し
て
、
過
去
の
、
ま
た
は
他
人
の
理
論
や
実
践
の
命
題
か
と
り
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
対
決
的
な
構
造
を
も
ち
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
、
第
一
次
的
形
成
の
な
か
に
第
二
次
的
形
成
の
要
素
が
混
入
し
て
い
る

もー

と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
事
実
壱
重
侃
す
る
人
に
は
、
二
つ
の
次
元
の
区
別
は
必
ず
し
も
意
義
が
な
い
の

で
は
な
い
か
と
、
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
経
済
学
史
と
い
う
第
二
次
的
形
成
の
内
で
生
ま
れ
る
研
究
部
門
は
、
経
済
理

論
な
り
経
済
政
策
の
展
開
の
中
で
そ
の
一
部
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
理
論
な
り
政
策
な
り
の
研
究
の
一
部
を
構
成
す
る

と
、
考
え
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
こ
ん
な
考
え
る
人
も
あ
る
こ
と
、
後
に
論
じ
る
通
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
わ
た
く
し
は
、

上
の
混
入
の
中
に
み
ら
れ
る
、
過
去
の
理
論
へ
の
論
及
を
そ
の
ま
ま
で
経
済
学
史
と
し
て
は
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
そ

れ
は
経
済
理
論
や
経
済
政
策
の
展
開
の
中
で
利
用
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
の
経
済
学
史
の
部
分
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
経
済
学
の

形
成
に
お
け
る
二
つ
の
次
元
の
指
摘
は
、
こ
の
科
学
の
認
識
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
必
要
な
ひ
と
つ
の
論
理
的
操
作
で
あ

4
0
。さ

て
、
補
説
の
第
二
は
、
経
済
学
な
り
経
済
思
想
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
悶
難
な
問
題
に
つ
い
て
で

あ
る
。科

学
や
哲
学
は
、
社
会
の
現
実
的
土
台
か
ら
い
え
ば
、
上
部
構
造
の
一
部
で
あ
る
。
社
会
の
現
実
的
土
台
が
階
級
的
な
構
成
を
も
っ

し
仁
き
に
は
、
そ
の
上
部
構
造
の
中
に
も
そ
の
構
成
は
反
映
し
な
く
で
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
科
学
や
哲
学
の
内
容
の
中
に
も
、
階
級
的

な
構
成
か
ら
生
じ
る
問
題
、
と
そ
の
解
決
の
仕
方
と
の
特
色
が
反
映
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
科
学
や
哲
学

が
そ
の
本
性
で
あ
る

F
こ
ろ
の
批
判
的
静
静
の
精
祢
を
ば
あ
る
程
度
以
上
に
宿
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
に
は
、
た
だ
階
級
的
で
あ

経
済
学
史
に
闘
す
る
最
近
の
見
解

第
九
十
三
巻

七

第
T

札
号

)L 



経
書
学
史
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近
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解
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O 

っ
て
社
会
の
全
体
に
た
い
す
る
包
括
的
な
一
認
識
を
ふ
く
ま
な
い
と
い
う
、
特
殊
的
な
認
識
角
度
と
認
識
内
容
と
だ
け
が
あ
る
と
い
う
の

で
は
な
く
し
て
、
そ
の
制
限
を
ば
自
己
批
判
的
に
越
え
て
、
社
会
の
全
体
的
認
識
で
あ
り
え
よ
う
と
す
る
し
、
ま
た
そ
の
程
度
に
つ
い

て
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
れ
、
社
会
の
全
体
像
を
具
え
て
い
る
と
い
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
そ
の
認
識
の
素
性
と
も
い
う
べ
き

社
会
的
限
界
が
逆
に
活
用
せ
ら
れ
て
、
社
会
の
全
体
像
が
そ
れ
ま
で
に
え
ら
れ
な
か
ヲ
た
新
鮮
な
角
度
か
ら
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
興
隆
期
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
l

の
健
全
な
科
学
的
認
識
と
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
二
重
の
構
造
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
こ
の
二
重
の
構
造

|
1階
級
的
に
限
定
さ
れ
た
角
度
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
特
殊
的
認
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
階
級
的
限
界
を

越
え
た
社
会
全
体
に
関
す
る
客
観
的
認
識
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
構
造
ー
ー
を
も
っ
限
り
に
お
い
て
、
近
代
社
会
の
全
体
像
は
、
以
前

の
支
配
階
級
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
手
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
正
し
く
具
体
的
に
見
さ
だ
め
ら
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ

号
。
ま
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
的
立
場
か
ら

c

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
科
学
に
た
い
し
て
批
判
的
に
認
識
を
加
え
る
と
き
に
、
更
に

い
っ
そ
う
具
体
的
で
正
し
い
社
会
の
全
体
像
が
獲
得
さ
れ
る
と
、

マ
ル
グ
ス
は
正
し
く
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

科
学
の
認
識
は
上
の
二
重
の
構
造
を
も
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
客
観
的
な
真
理
を
と
ら
え
る
ロ
と
く
に
社
会
科
学
の
認
識
は
、
こ
の

二
重
構
造
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
が
対
象
の
真
実
に
せ
ま
る
必
要
な
条
件
で
あ
る
。
こ
の
条
件
壱
そ
な
え
る
か
ぎ
り
、
科
学
は
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
二
重
の
構
造
は
、
認
識
の
主
観
の
側
の
批
判
的
精
神
が
あ
る
程
度
以
上
に
高
ま
っ
て
い

る
と
い
う
と
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
な
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
主
観
の
批
判
的
精
神
と
呼
ぶ
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
、
く
わ
し
く

論
じ
る
余
裕
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
主
観
の
努
力
に
よ
り
白
覚
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
の
ま
ま

に
放
置
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
精
神
は
緊
張
を
う
し
な
い
、
上
の
二
重
構
造
は
み
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
本
来
の
社
会
的
素
性
と
い
う

ベ
き
階
級
意
識
の
限
界
の
中
に
安
住
す
る
と
い
う
傾
向
を
も
っ
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
科
学
的
認
識
も
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
種
に



転
落

1
る
の
で
あ
る
。

経
済
学
に
お
い
て
は
、
科
学
的
認
識
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
転
落
と
の
関
係
は
、
経
済
的
行
動
が
階
級
的
利
害
に
由
来
す
る
と

と
が
大
き
い
だ
吋
に
、
そ
れ
だ
け
密
接
で
あ
り
、
あ
る
学
派
の
認
識
に
し
て
も
、
そ
れ
が
科
学
的
認
識
と
し
て
経
済
的
実
在
に
関
す
る

真
理
壱
語
る
ば
あ
い
と
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
階
級
的
利
害
を
表
現
し
虚
偽
壱
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
ば
あ
い
と
が
あ
る
。
だ

か
ら
、
経
済
学
史
巷
考
察
す
る
ば
あ
い
に
も
、
経
済
学
の
認
識
の
こ
の
こ
様
の
性
格
に
つ
い
て
ふ
か
い
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
。

あ
る
意
味
で
は
、
経
済
学
の
認
識
の
、
階
級
的
素
性
と
そ
の
制
限
の
突
破
に
よ
る
科
学
性
の
獲
得
と
、
さ
ら
に
階
級
的
制
限
へ
の
堕
落

に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
と
い
う
推
移
の
歴
史
的
な
追
及
こ
そ
、
経
済
学
史
上
の
一
学
派
に
関
す
る
認
識
の
内
容
を
な
す
、
そ
し
て
古

い
学
派
の
科
学
的
認
識
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
と
、
あ
た
ら
し
い
階
級
的
立
場
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
新
鮮
な
科
学
的
認
識
に
よ
る
、
古

い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
克
服
の
過
程
が
、
経
済
学
史
の
認
識
の
重
要
な
部
分
と
な
る
、
と
さ
え
い
う
こ
と
が
で
き
る
c

経
済
学
史
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ト
分
な
考
察
壱
加
え
な
か
っ
た
と
と
は
、
わ
た
く
し
の
欠
陥

で
あ
フ
た
。
わ
た
く
し
が
こ
の
学
科
の
現
代
の
段
階
壱
ば
社
会
主
義
と
名
づ
け
よ
う
と
寸
る
、
あ
る
人
に
は
突
飛
と
も
思
え
る
意
図
も
、

こ
の
点
を
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ω
歴
史
の
本
質
と
し
て
、
日
2
n
v
o
F
Oロ
と
回
目
耳
02ω

と
の
両
者
が
統
一
さ
れ
て
い
る
L

と
い
う
こ
と
は
昔
か
ら
よ
〈
い
わ
れ
る
こ
止
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
わ
た
く
し
が
カ
ー
を
援
用
し

τ
述
ペ
た
、
過
去
と
現
在
と
の
対
話
と
い
う
歴
史
白
木
質
的
事
実
を
ば
、
見
方
を
か
え
て
い
い
あ
ら
わ
し
た
も

り
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
口
E
n
u
o
v
oロ
と
は
過
去
の
事
実
そ
の
も
の
を
、
国
H
1
2
5
と
は
そ
れ
に
関
す
る
研
究
者
の
意
識
を
さ
し

て
い
あ
。

ω
科
学
は
上
部
構
造
の
一
種
で
あ
る
が
、
そ
り
本
性
に
お
い
て
は
対
象
に
た
い
す
る
全
体
的
な
真
理
を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
な
制
限

に
由
来
す
る
限
界
を
も
つ
こ
と
を
本
位
と
す
る
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
、
科
学
は
真
実
の
意
識
の
産
物
の
一
種
で
あ
る
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

止
む
J
h

の
は
虚
偽
の
意
識
で
あ
る
。
社
会
科
学
の
ば
あ
い
に
は
、
社
会
的
な
制
限
に
由
来
す
る
限
界
と
い
う
の
は
、
そ
の
認
識
白
階
組
的
な
性
格
の

経
辞
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
十
=
一
巻

九

第
五
号



経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
心
見
解

第
九
十
一
一
【
巻

。
第
石
川
方

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
階
級
的
な
限
界
と
そ
れ
を
越
え
た
社
会
全
体
に
闘
す
る
真
理
と
の
こ
重
構
造
が
、
他
。
科
学
よ
り
も
明
白
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。

階
級
社
会
に
お
け
る
社
会
科
学
で
は
、
そ
り
階
級
的
素
性
な
し
に
は
認
識
は
成
立
し
な
い
が
、
そ
白
素
性
に
忠
実
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
認
識

に
は
、
制
限
さ
れ
た
真
実
し
か
反
欧
せ
ず
、
社
会
の
全
体
酌
瓦
実
は
突
の
ら
な
い
。
全
体
的
真
実
に
達
す
る
た
め
に
は
、
一
認
識
の
主
凱
の
側
の
絶
え

ぎ
も
る
努
刀
に
よ
る
、
批
判
的
精
神
白
銅
磨
と
社
全
的
・
廉
史
的
な
自
覚
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し

τそ
の
目
覚
的
な
努
力
が
と
も
な
わ
ぬ
と
き
に
は
、

全
体
的
真
実
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
、
階
級
的
た
制
限
を
脱
し
え
ぬ
一
面
的
な
真
実
、
つ
ま
り
そ
の
か
ぎ
り
で
り
虚
偽
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
a

そ
の

》
き
、
祉
会
枠
学
。
認
識
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
転
落
す
る
。

ω
わ
た
く
し
が
階
級
性
に
つ
い
て
書
か
な
か
っ
た
の
に
は
、
若
干
の
埋
由
が
な
く
も
な
い

Q

ぞ
れ
は
、
一
九
世
紀
と
ち
が
っ
て
、
現
代
で
は
こ
O
問

、
、
、

国
は
は
る
か
に
複
雑
な
す
が
た
も
ど
現
わ
し
て
き
て
い
る
か
ら
、
た
だ
こ
の
論
点
を
ば
古
典
的
な
か
た
ち
で
提
示
す
る
だ
け
で
は
、
問
題
の
現
代
的
な

状
況
を
し
め
し
え
な
い
ば
か
り
か
、
あ
や
ま
っ
た
解
決
に
み
ち
び
く
お
そ
れ
が
あ
る
》
、
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
で
は
、
階
組
性
は
、
一
面

で
は
、
古
典
的
な
分
析
の
し
め
す
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
一
層
あ
き
ら
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
他
面
で
は
、
一
九
世
紀
に
は
あ
ま
り
重
要

な
役
割
を
し
め
さ
な
か
っ
た
民
族
性
や
人
種
世
な
ど
の
基
本
的
な
社
会
集
団
が
階
級
左
か
ら
み
つ
い
て
い
る
か
ら
、
知
識
心
社
ム
目
的
存
在
に
よ
る
拘

束
、
限
定
は
よ
ほ

E
誼
雑
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
と
り
よ
う
な
と
き
に
、
古
典
的
な
階
級
世
論
を
の
み
お
こ
な
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
身
、

耕
学
的
認
識
で
は
な
く
て
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
語
る
こ
主
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
議
論
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
を
警
戒
す
る
心
が
わ
た
く
し
に
上

。
論
点
軽
視
の
あ
や
ま
り
を
お
か
き
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

七

諸

家

の

見

解

に

つ

い

て

さ
て
こ
の
小
論
の
最
後
に
、
内
外
の
経
済
学
史
の
研
究
者
た
ち
が
し
め
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
見
解
に
た
い
し
て
私
見
を
の
ベ
る
こ

と
は
、
わ
た
く
し
自
身
の
見
解
を
補
充
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
し
、
ま
た
学
界
に
た
い
し
て
儀
礼
を
つ
く
す
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
わ
た
く
し
の
言
葉
が
時
に
ヱ
テ
ィ
ケ
ッ
ト
に
は
ず
れ
る
こ
と
が
あ
る
や
も
知
れ
ず
、
ま
た
取
り
上
げ
る
順
序
が
不
同
で
あ
っ
て

学
界
の
礼
を
欠
く
と
の
そ
し
り
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
べ
き
に
た
い
し
、
あ
ら
か
じ
め
お
ゆ
る
し
を
求
め
て
お
く
。



ま
ず
、
宇
野
弘
蔵
氏
の
意
見
を
き
こ
う
o

氏
は
若
い
研
究
者
た
ち
と
の
対
談
の
か
た
ち
が
書
か
れ
た
『
経
済
学
の
方
法
』
(
一
九
六
三
一
〉

「
宇
野
理
論
」
か
ら
生
ま
れ
る
必
然
的
な
帰
結
の
一
部
と
し
て
、
経
済
学
史
に
つ
い
て
簡
明
直
サ
イ
に
の
べ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
経
済
学
史
と
は
「
マ
ル
グ
只
の
「
資
本
論
』
壱
準
備
す
る
も
の
と
し
て
経
済
学
の
歴
史
」
、

の
中
で
、

あ
る
い
は
宇
野
氏
に
よ
る
と

「
資
本
論
』
は
原
理
論
的
に
完
成
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
に
し
ろ
、
完
成
の
基
礎
を
与
え
て
く
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
「
原
理
論

の
体
系
化
の
歴
史
」
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
宇
野
氏
の
見
解
で
は
、
経
済
学
史
と
は
そ
り
対
象
か
ら
み
て
も
、

『
資
本
論
』

の
成
立
ま
で
壱
と
り
あ
っ
か
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
経
済
学
の
歴
史
は
そ
の
中
に
は
は
い
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

戸
」
う
い
う
立
場
に
た
い
し
て
、
わ
た
く
し
は
思
う
。
第
一
に
、

「
資
本
論
』
に
展
開
さ
れ
て
い
る
諸
理
論
の
体
系
を
ば
歴
史
の
大
海

て
、
そ
れ
を
ば
中
空
に
置
い
て
は
な
ら
な
い
、
と

の
中
に
沈
め
て
、
そ
こ
か
ら
そ
の
体
系
の
歴
史
性
と
超
歴
史
的
な
理
論
的
価
値
を
と
り
上
げ
る
こ
と
こ
そ
が
経
済
学
史
の
課
題
で
あ
っ

『
資
本
論
』
の
第
一
巻
が
出
版
さ
れ
て
す
で
に
百
年
を
迎
え
よ
う
と
し
、
そ
の
年

に
行
わ
れ
る
学
界
の
記
念
行
事
が
議
せ
ら
れ
ワ
つ
あ
り
も
す
る
と
い
う
の
に
、
こ
う
い
う
超
歴
史
的
な
と
り
扱
い
が
な
さ
れ
よ
う
と
は

奇
怪
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
ま
し
て
や
原
理
論
が
そ
の
書
物
に
お
い
て
十
分
に
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
壱
究
め
る

こ
と
こ
そ
正
し
く
歴
史
的
な
課
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
か

G

第
二
に
、
経
済
学
の
体
系
は
理
論
だ
け
か
ら
成
る
も
の
で
は
な
い
。
歴
史

学
派
の
立
場
は
、
理
論
に
お
い
て
は
幼
稚
で
あ
っ
た
に
レ
ろ
、
歴
史
的
認
識
台
政
策
的
認
識
任
に
お
い
て
は
、
独
特
の
価
値
の
あ
る

1
i

こ
れ
は
批
判
の
余
地
の
な
い
と
い
う
意
味
を
こ
め
て
い
う
の
で
は
な
い
、
正
に
反
対
だ
!
|
業
績
を
の
と
し
た
の
で
あ
り
、
と
の
業
績

壱
ば
評
価
し
う
る
よ
う
で
な
く
て
は
、
経
済
学
史
は
職
責
を
は
た
し
た
と
い
う
と
と
は
で
き
な
い
。
第
三
に
、
産
業
資
本
の
時
代
の
経

済
構
造
を
明
ら
か
に
す
呂
理
論
の
形
成
史
だ
け
が
学
史
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
後
の
時
代
の
経
済
学
は
、
宇
野
氏
に
お
い
て
は
、

歴
史
の
領
域
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
れ
で
は
経
済
学
の
歴
史
を
正
当
に
あ
っ
か
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
資

経
済
学
史
巴
関
す
る
最
近
四
見
解
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経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
の
且
解

第
九
十
三
巻

第
五
号

四

本
主
義
社
会
が
発
展
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
真
理
も
ま
た
発
展
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
独
占
資
本
の
段
階
に
お
い
て
、
産

業
資
本
の
段
階
の
真
理
を
踏
ま
え
た
一
そ
う
具
体
的
な
構
造
を
も
ツ
真
理
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
誤
解
さ
れ
な

い
た
め
に
書
き
そ
え
て
お
く
が
、
↑
」
こ
に
い
っ
そ
う
具
体
的
な
真
理
と
い
う
の
は
批
判
の
余
地
の

1
く
な
い
真
理
と
い
う
意
味
で
は
な

い
。
独
占
資
本
の
時
代
に
お
い
て
は
、
人
聞
の
疎
外
は
産
業
資
本
の
時
代
よ
り
も
質
的
に
は
な
は
だ
し
〈
な
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
そ
こ
に
、
社
会
変
革
の
可
能
性
も
ま
た
強
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
具
体
的
真
理
に
近
づ
く
と
い
え
る

の
で
あ
る
。
第
四
に
、
こ
れ
が
基
本
的
に
大
切
だ
と
思
う
の
だ
が
、
資
本
主
義
の
経
済
組
織
の
真
実
は
、
へ

l
ゲ
ル
風
に
、
あ
る
い
は

弁
証
法
的
に
い
え
ば
、
社
会
主
義
の
経
済
組
織
の
中
に
み
ら
れ
る
。
経
済
学
の
具
体
的
な
展
開
は
資
本
主
義
を
止
揚
し
た
社
会
主
義
経

済
の
理
論
の
中
に
こ
そ
あ
る
。
こ
う
考
え
る
こ
と
が
経
済
学
の
正
し
い
弁
証
法
的
な
把
握
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
理
論
的
に
正
し
い
ば

か
り
で
は
な
く
、
世
界
の
現
実
が
そ
の
正
し
さ
を
実
証
し
て
い
る

u

だ
か
ら
こ
そ
、
現
代
は
広
義
の
経
済
学
が
論
じ
ら
れ
、
ま
た
広
義

の
経
済
学
史
に
つ
い
て
も
構
想
さ
れ
る
べ
き
時
代
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
ω

こ
の
と
き
に
、
経
済
学
の
原
理
と
し
て
も
、
社
会
主
義

経
済
の
原
理
へ
の
展
開
が
見
と
お
さ
れ
な
い
よ
う
で
は
、
「
過
去
と
現
在
と
の
対
話
」
で
あ
る
歴
史
的
認
識
が
経
済
学
に
つ
い
て
行
な

っ
て
い
る
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
宇
野
氏
の
見
解
に
は
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
な
〈
も
な
い
。
そ
れ
は
つ
ぎ
に

E
り
上
げ
る
ひ
と
び
と
の
意
見
に
関
係
が
あ

る
の
だ
が
、
経
済
学
史
が
「
独
立
の
科
学
」
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
経
済
理
論
に
従
属
す
る
研
究
部
門
(
例
の
サ

γ
ミ
の
ツ
マ
論
〉
で

も
な
い
と
し
て
、
経
済
学
史
に
た
い
し
て
、
オ
グ
ト
リ
と
か
ま
え
て
い
る
態
度
で
あ
お
。
科
学
に
お
け
る
独
立
と
か
従
属
と
か
い
う
こ

と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
経
済
学
が
ひ
と
つ
の
経
験
科
学
と
し
て
の
独
立
性
を
も
つ
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
部
の
研
究
諸
部
門
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
厳
密
な



考
察
を
加
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
乙
と
な
が
ら
、
各
部
門
の
専
攻
者
の
あ
い
だ
に
協
力
の
関
係
こ
そ
の
ぞ

ま
し
〈
、
独
立
の
従
属
の
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
わ
張
り
あ
ら
そ
い
の
よ
う
な
議
論
を
す
る
こ
と
に
は
、
賛
成
で
き
な
い
。
と
の
意

味
か
ら
、
宇
野
氏
の
上
記
の
態
度
に
は
わ
た
く
し
は
賛
成
で
あ
る
。

第
二
に
は
、

「
サ
ジ
ミ
の
ツ
マ
諭
L

を
は
じ
め
て
唱
え
た
平
瀬
己
之
吉
教
授
の
考
え
に
つ
い
て
短
評
を
加
え
よ
う
。
平
瀬
氏
は
経
済

「
一
克
来
、
学
説
史
研
究
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
身
が
目
的
な
の
で
は
な
く
て
、

原
理
構
築
の
た
め
の
迂
回
生
産
の
た
め
の
手
段
で
あ
り
中
間
生
産
物
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
ま
ず
注
音
必

学
史
と
は
経
済
原
論
の
補
助
科
学
だ
と
主
張
さ
れ
、

し
て
お
き
た
い
が
、
平
瀬
氏
の
い
わ
れ
る
経
済
学
史
と
は
経
済
学
説
史
な
い
し
理
論
史
で
あ
っ
て
、
わ
た
く
し
の
考
え
る
経
済
学
史
の

一
部
で
あ
り
、
先
き
に
し
め
し
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
い
う
と
、

H
H
の
例
に
近
い
も
の
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
厳
密
に

い
う
正
、
そ
う
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
過
去
の
学
説
に
つ
い
て
の
こ
と
ば
は
、
上
に
補
説
の
第
一
の
中
で
論

じ
て
お
い
た
よ
う
に
、
経
済
学
の
第
一
次
の
形
成
の
中
に
入
り
混
っ
た
、
第
二
次
の
形
成
の
中
で
の
こ
と
ば
な
の
で
あ
ヮ
て
、
第
二
次

の
形
成
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
平
瀬
氏
に
は
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
や
『
経
済
学
批
判
』
の
準
備
過
程
の
あ
い
だ
に
成
っ

た
ノ

1
ト
の
類
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
本
来
の
経
済
学
史
と
趣
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

η
 

す
で
に
の
ベ
た
。
こ
れ
ら
の
叙
述
の
構
造
に
一
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
と
、
こ
こ
で
は
過
去
と
現
在
と
の
あ
い
だ
に
正
し
い
意
味
で
の
対

話
ー
ー
こ
れ
で
あ
っ
て
こ
そ
歴
史
研
究
と
い
え
る
こ
と

以
前
に
仏
師
じ
た
と
お
り
で
あ
る
!
iー
が
行
な
わ
れ
て
は
い
ず
、
現
+
仕
(
す
な

わ
ち
研
究
者
向
理
論
的
立
場
や
理
論
)
を
ば
固
定
し
、
そ
れ
に
膿
壱
す
え
て
、
過
去
(
経
済
学
史
の
対
象
)
に
立
ち
む
か
い
、
そ
こ
か
ら
支
持

を
与
え
ら
れ
、
優
越
を
あ
じ
わ
い
、
脅
威
を
感
じ
、
あ
る
い
は
闘
争
心
を
燃
や
す
材
料
壱
え
る
な
ど
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
ω

対
話
の

な
か
に
は
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
要
素
も
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
υ

い
や
し
く
も
過
去
が
一
つ
の
全
体
と
し
て
現

経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
十
三
巻

第
五
号

1i. 



経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
十
三
巻

凹

第
五
号

六

在
と
あ
い
対
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
過
去
か
ら
の
呼
び
か
け
を
ば
そ
れ
自
体
と
し
て
受
け
と
め
る
用
意
も
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
切
っ
。

つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
歴
史
意
識
が
十
分
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
己
こ
に
い
う
経
済
学
史
の

よ
う
な
叙
述
は
、
研
究
者
の
埋
論
に
た
い
す
る
論
拠
の
史
的
白
顧
な
の
で
あ
っ
て
.
本
来
の
経
済
学
史
で
は
な
い
。

そ
れ
の
み
で
は
な
い
υ

こ
こ
に
考
え
ら
れ
て
い
る
過
去
の
経
済
学
に
つ
い
て
の
言
葉
が
経
済
学
に
た
い
し
て
価
値
が
あ
る
と
い
え
る

の
は
、
こ
の
叙
述
壱
生
ん
だ
理
論
家
が
自
分
で
す
で
に
独
創
的
な
理
論
壱
ば
生
産
し
て
い
る
こ
と
、
少
く
と
も
生
産
の
途
上
に
あ
る
と

い
う
こ
と
、
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
理
論
家
は
す
べ
か
ら
く
、
過
去
の
経
済
学
に
論
拠
を
求
め
る
よ
り
も
先
ぎ
に
、
み
ず
か
ら
の
社

会
的
経
験
に
も
と
づ
き
、
理
論
的
構
怨
力
を
駆
使
し
て
、
斬
新
な
理
論
を
打
ち
た
て
る
か
、
そ
れ
へ
の
端
初
壱
つ
か
む
か
、
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
と
き
、
本
来
の
経
済
学
史
は
そ
の
理
論
家
に
、
何
を
ひ
も
ど
き
何
処
に
同
じ
論
拠
の
先
達
を
求
め
る
へ
き
か
を

教
え
る
で
あ
ろ
う
、
過
去
の
何
人
が
そ
れ
に
異
議
を
と
な
え
て
き
た
か
を
も
、
告
げ
知
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
、
経
済
学

史
は
理
論
の
創
造
者
に
協
力
す
る
こ
と
を
お
し
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
理
論
家
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
理
論
家
と
し
て
必
要
な
能
力
を
十
分

に
具
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
遊
部
久
蔵
教
授
は
、
平
瀬
教
授
と
は
全
く
反
対
の
立
場
に
立
と
う
と
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
ο

『
剰
余
価
値
学
説
史
』
が
『
資

本
論
』
の
第
一
部
の
補
巻
で
あ
っ
て
、
本
来
の
経
済
学
史
で
は
な
い
と
い
い
切
り
、
経
済
学
史
が
「
経
済
学
の
歴
史
的
科
学
」
で
あ
る

べ
き
こ
と
争
一
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
わ
た
く
し
は
全
面
的
に
賛
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
平
瀬
教
授
に
反
対
の
あ
ま
り
、
こ
の
研
究
部

門
に
「
独
立
科
学
」
止
し
て
の
作
置
を
確
保
し
た
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
は
、
疑
問
壱
さ
し
は
ざ
ま
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か

な
い
。
経
済
学
は
全
体
と
し
て
独
立
の
一
社
会
科
学
で
あ
る
が
、
そ
の
内
部
の
諸
部
門
は
い
ろ
い
ろ
な
相
互
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
の
相
互
関
係
の
あ
り
方
を
つ
ぎ
と
め
る
こ
と
が
問
題
で
こ
そ
あ
れ
、
部
門
が
相
互
に
独
占
πを
主
張
し
合
っ
て
い
て
は
、
体
系
は
実
現



し
な
い
か
ら
で
あ
る

Q

わ
た
く
し
が
、
宇
野
氏
の
才
ッ
卜
り
と
し
た
態
度
に
賛
成
す
る
所
以
で
あ
る
。

四
番
目
に
、
時
氷
淑
教
授
の
見
解
を
た
ず
ね
る
。
教
授
は
一
昨
年
の
一
月
号
の
『
経
済
志
林
』
に
「
経
済
学
史
の
研
究
方
法
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
長
大
な
論
文
を
か
い
て
、
自
身
の
見
解
を
詳
細
に
し
め
す
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
刺
戟
壱
与
え
た
。
そ
の
貢

献
は
大
き
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
教
授
の
立
場
は
大
体
に
お
い
て
宇
野
氏
の
そ
れ
に
等
し
い
が
、
へ
だ
た
り
の
要
素
が
な
く
も

な
い
。
教
授
の
長
大
な
論
文
に
報
い
る
た
め
に
、
少
し
長
く
論
評
す
る
こ
と
が
儀
礼
に
か
な
う
て
い
る
で
あ
う
っ
。

時
永
教
授
の
考
え
の
特
徴
は
科
学
に
た
い
す
る
特
殊
な
位
置
づ
け
で
あ
る
。
こ
一
」
に
特
殊
な
位
置
づ
け
と
い
う
の
は
、
科
学
が
未
熟

な
段
階
か
ら
発
展
す
る
み
ち
す
が
ら
、
哲
学
や
思
想
な
と
と
の
融
合
状
態
か
ら
抜
け
で
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
そ
れ
か
ら
の
「
離
脱
」

(
時
永
氏
の
こ
と
ば
)
と
い
う
こ
と
に
特
別
に
注
H
し
、
そ
の
離
脱
の
程
度
が
同
時
に
科
学
の
完
成
度
を
し
め
す
と
、
考
え
ら
れ
て
い

る
己
と
を
指
す
。
た
し
か
に
経
験
科
学
と
し
て
の
経
済
学
は
、
形
而
上
学
か
ら
の
融
合
状
態
か
ら
抜
け
出
し
て
、
白
分
に
固
有
の
原
理

の
上
に
立
つ
姿
勢
を
し
め
し
た
。
し
か
し
こ
の
「
離
脱
」
は
絶
縁
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
あ
る
べ
き
で
も
な
い
。
離
脱
は
同
時
に
関

係
の
成
立
で
あ
り
、
離
脱
の
程
度
が
す
す
む
こ
と
は
、
同
係
の
ふ
か
ま
り
と
明
瞭
化
壱
と
も
な
う
。
科
学
と
し
て
の
経
済
学
が
独
立
す

る
に
応
じ
て
、
経
済
思
想
や
経
済
哲
学
が
内
容
壱
豊
か
に
し
、
そ
れ
ら
は
三
重
の
知
識
群
と
し
て
成
り
立
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
時
、
氷
氏

に
は
そ
ん
な
関
係
は
無
用
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
、
思
想
や
哲
学
か
ら
の
科
学
の
離
脱
の
過
程
が
、
経
済
学
の
歴
史
的

展
開
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
。

離
脱
の
過
程
は
、
氏
に
お
い
て
は
、
二
つ
で
あ
る
。

一
つ
は
上
記
の
、
思
想
や
哲
学
か
ら
の
科
学
の
離
脱
。
し
た
が
っ
て
、
氏
に
よ

る
と
、
経
済
学
史
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
見
方
や
思
想
史
的
研
究
は
本
来
の
研
究
の
「
準
備
過
程
」
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
。
こ

の
離
脱
を
と
げ
た
の
ち
に
残
る
問
題
は
「
経
済
史
的
研
究
と
経
済
浬
論
と
の
関
係
」
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
に
着
目
し
て
行
な
わ
れ
る

経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
十
-
一
巻

五

第
五
号

七



経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
イ
三
巻

/、

第
五
号

ノ¥、

研
究
l
|
こ
の
方
法
壱
教
授
は
「
段
階
論
的
構
成
方
法
」
と
よ
ぶ
ー
ー
も
ま
た
経
済
学
史
の
準
備
作
業
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
理
論
を

経
済
史
か
ら
も
「
離
脱
」
さ
せ
ね
ば
な
ら
ね
。
そ
し
て
こ
の
第
二
の
離
脱
を
終
え
る
と
き
、
経
済
学
史
は
「
経
演
諸
学
説
の
歴
史
的
地

位
の
確
定
」
と
い
う
本
来
の
課
題
を
は
た
し
う
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
学
説
の
発
展
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
は
一
般
法
則
の

組
織
で
あ
る
「
原
理
論
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
経
済
学
史
と
は
つ
ま
り
は
「
原
国
論
」
の
成
立
史
な
の
で
あ
る
。
教
授
は
と
の
学
史
の

内
容
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
考
察
さ
れ
る
経
済
学
者
は
ベ
テ
ィ

1

・
ス
ミ
ス
・
リ
カ
l
ド
ゥ
お
よ
び
マ
ル
ク
ス

で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
予
想
す
る
に
困
難
で
な
い
よ
う
な
顔
ぶ
れ
が
学
史
の
中
に
な
ら
ぶ
の
で
あ
る
。

さ
て
時
永
教
授
の
主
張
さ
れ
る
科
学
あ
る
い
は
理
論
の
「
離
脱
」
と
は
、
方
法
論
的
に
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
た
し

か
に
経
験
科
学
の
理
論
は
、
そ
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
、
い
ろ
い
ろ
の
爽
雑
物
か
ら
の
「
離
脱
」
|
l
教
授
の
用
い
ら
れ
る
、
同
じ
意

味
を
も
た
せ
て
あ
る
他
の
表
現
を
も
こ
こ
に

ν
る
し
て
お
く
と
、
「
解
放
」
ま
た
は
「
抽
象
」
!
ー
と
い
う
経
過
を
た
ど
5
、
そ
し
て
概

念
的
組
織
で
も
っ
て
相
対
的
に
独
立
の
地
位
壱
確
保
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
う
た
が
い
な
い
。
け
れ
ど
も
「
離
脱
」
は
中
空
へ
の

飛
行
で
は
な
く
現
実
か
ら
の
遊
離
で
も
な
い
。
理
論
は
経
済
的
実
在
の
構
造
を
ば
概
念
的
む
反
映
す
る
|
|
上
向
運
動
|
|
と
と
も
に
、

ふ
た
た
び
現
実
に
立
ち
か
え
っ
て
現
実
を
動
か
す
力
と
な
り
、
実
在
の
中
に
入
っ
て
そ
の
発
展
的
形
成
に
役
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
こ
と
は
理
論
が
再
び
実
在
に
「
浸
透
」

「
帰
着
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

「
離
脱
」

「
抽
象
」
の
過
程
だ
け
で
理
論
を
と
ら
え
、

「
浸
透
」

「
帰
着
」
の
過
程
を
考
慮
し
な
い
教
授
の
経
済
学
観
は
抽
象
的
で
あ

る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
教
授
の
経
済
学
史
は
、
わ
た
く
し
の
類
型
論
に
お
け
る
一
部
分
|
|
前
記
の
悼
の

ωー
ー
に
近

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
相
当
に
大
き
い
難
点
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
欠
陥
は
、
宇
野
氏
の
考

え
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
わ
た
く
し
の
み
る
と
こ
ろ
、
時
永
氏
の
考
え
に
は
正
し
い
と
見
ら
れ
る
点
も
あ
る
。
氏
は
上
記
の
論
文
の
終
り
の
と
こ
ろ

で
、
経
済
学
の
方
法
一
般
を
「
体
系
成
立
史
的
研
究
方
法
」
と
呼
び
、
そ
の
方
法
を
適
用
す
る
と
き
に
は
、

『
資
本
論
』
そ
の
も
の
の

「
歴
史
的
地
位
」
を
確
定
す
る
こ
と
も
行
な
わ
ね
ば
な
ら
向
、
士
書
い
て
い
る
。
氏
が
こ
の
と
き
「
成
立
史
的
方
法
」
と
し
て
、
上
記

の
よ
う
な
非
歴
史
的
な
方
法
を
考
え
て
い
ず
、
正
し
い
意
味
で
考
え
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

『
資
本
論
』
の
理
論
が
中

空
に
浮
遊
せ
ず
、
そ
れ
自
体
歴
史
の
中
に
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、

『
資
本
論
』
に
た
い
す
る
正
し
い
取
扱
い
方
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
、
氏
が
従
っ
て
こ
ら
れ
た
宇
野
理
論
か
ら
の
「
離
脱
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
次
に
は
中
村
賢
一
郎
氏
に
お
で
ま
し
願
お
う
。

氏
の
論
文
「
経
済
学
史
の
課
題
と
方
法
」

(
「
政
経
論
叢
L

第
二
二
巻
一
号
〕
の

中
で
氏
の
見
解
は
明
ら
か
に
し
め
さ
れ
て
い
る
が
、
氏
の
立
場
は
、
平
瀬
氏
と
同
じ
く
、
経
済
学
史
を
「
理
論
経
済
学
に
た
い
す
る
補

助
科
学
で
あ
っ
て
、
原
理
・
理
論
・
法
則
・
命
題
・
定
義
な
ど
を
構
築
し
樹
立
す
る
た
め
の
迂
目
的
手
段
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
い
う
に

あ
陥
山
氏
の
見
解
を
読
ん
で
強
〈
感
じ
る
ご
と
は
、
氏
に
は
失
礼
な
が
ら
、
歴
史
感
覚
と
か
歴
吏
意
識
が
と
ぼ
し
そ
う
だ
し
乙
い
う
こ
と

で
あ
る
。
氏
は
経
済
学
史
が
「
現
在
の
立
場
」
で
研
究
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
し
て
こ
れ
は
歴
史
研
究
一
般
に
つ

い
て
い
え
る
こ
と
で
当
然
で
あ
る
の
だ
が
、
氏
の
い
う
と
と
ろ
を
き
い
て
い
る
と
、
経
済
学
史
が
「
過
去
の
経
済
学
」
と
い
い
か
え
ら

れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
経
済
学
史
は
、
複
類
の
過
去
の
経
済
学
壱
ば
そ
の
歴
史
的
展
開
忙
お
い
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
ん

に
過
去
の
経
済
学
と
い
い
か
え
ら
れ
る
と
、
あ
志
い
は
ス
ミ
ス
を
、
あ
る
い
は
リ
カ
I
ド
ヮ
を
と
り
上
げ
て
、
そ
の
特
殊
理
論
を
、
た

と
え
ば
賃
金
理
論
、
た
h
え
ば
地
代
論
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
と
り
出
す
ば
あ
い
、
そ
の
理
論
構
造
だ
け
に
つ
い
て
み
る
と
、
特
殊
歴

史
的
な
諸
条
件
と
は
関
係
な
し
に
、
特
定
の
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
と
り
あ
っ
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
ん
な
態
度
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
ス
ミ
ス
や
り
カ
ー
ド
ゥ
の
名
を
冠
す
る
必
要
も
な
く
、

A
の
理
論
、

B
の
理
論
と
て
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
存

経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
十
三
巻

七

第
五
号

プL



経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
O
見
解

第
九
十
=
一
巻

八

第
丘
号

目。

在
で
あ
っ
た
経
済
学
者
と
無
関
係
に
経
済
学
を
ば
あ
っ
か
う
。
こ
う
い
う
態
度
は
、
全
く
非
歴
史
的
な
理
論
的
と
り
あ
っ
か
い
な
の
で

あ
る
。
氏
は
こ
う
も
書
い
て
い
る

Q

「
お
よ
そ
実
証
的
研
究
な
る
も
の
は
現
代
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
過
去
の
史
実
に
即
し

た
実
証
研
究
な
ど
は
無
意
味
で
あ
る
。
現
代
の
時
点
か
ら
の
再
検
討
な
ら
ば
そ
れ
な
り
に
現
代
経
済
学
の
完
成
の
た
め
の
歴
史
的
補
助

作
業
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
が
、
歴
史
的
相
対
主
義
的
な
確
定
の
た
め
の
研
究
な
ど
は
学
史
の
た
め
の
学
史
研
究
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
」

と
。
こ
の
こ
と
ば
に
は
、
歴
史
的
研
究
に
た
い
し
て
無
理
解
な
人
で
な
い
と
一
寸
か
け
な
い
勇
敢
さ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
は
、
歴

史
と
い
え
ば
相
対
主
義
だ
非
理
論
的
だ
と
き
め
て
か
か
る
か
、
史
科
集
成
と
い
う
歴
史
の
補
助
学
科
を
し
か
考
え
な
い
か
、
で
あ
る
。

氏
は
理
論
の
研
究
を
な
さ
る
際
に
、
論
理
の
す
じ
を
た
ど
ろ
う
と
さ
れ
る
反
面
で
現
代
の
社
会
的
経
験
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
|
|
経
験
科
学
者
と
し
て
こ
れ
は
必
須
の
条
件
で
あ
る
1
i
l
、
過
去
の
事
実
に
忠
実
な
実
証
研
究
に
た
い
し
て
、
無
意
義
で

あ
る
な
巨
と
い
え
る
わ
け
は
あ
る
ま
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
経
済
学
が
歴
史
的
な
科
学
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
な
科
学
で
あ
る
と
い

う
意
味
の
も
っ
と
も
深
く
て
つ
か
み
に
く
い
も
の
は
、
論
理
と
歴
史
の
差
別
性
と
同
一
性
と
の
統
一
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、

氏
は
気
づ
か
れ
な
い
の
で
あ
る
か
。
そ
こ
に
あ
る
問
題
を
ひ
と
つ
取
り
出
し
て
み
よ
う
な
ら
、
経
済
理
論
の
論
理
的
展
開
と
歴
史
的
な

発
展
の
あ
い
だ
に
特
殊
な
関
係
が
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
は
ひ
と
つ
の
歴
史
の
論
理
を
以
て
と
ら
え
る
の
で
な
け
れ
ば
明
ら
か
に
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
中
村
氏
は
こ
う
い
う
問
題
に
気
付
か
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
考
え
る
と
、
歴
史
に
た
い
し
て
豊
か
な
感
覚
を
お
も
ち
で
な
さ
そ
う
だ
と
上
に
の
ベ
た
け
れ
ど
も
、
社
会
科
学
の
理
論
の
構
造

に
つ
い
て
も
、
十
分
な
認
識
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
疑
問
の
余
地
が
あ
り
そ
う
に
思
え
る
の
だ
。

第
六
は
故
白
杉
庄
一
郎
君
の
立
場
を
と
り
上
げ
た
い
。

『
経
済
学
史
概
説
』
の
上
巻
に
は
か
れ
の
立
場
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
か
ら
注
目
ず
べ
き
見
解
を
と
り
出
し
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
白
杉
君
は
広
義
の
経
済
学
史
へ
の
見
通
し
を
は
っ
き
り
と
も
っ
て
い
た
。



そ
れ
は
、
狭
義
の
経
済
学
が
広
義
の
経
済
学
の
特
殊
な
歴
史
的
形
態
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
経
済
学
史
の
主
要
眼
目
で

あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
狭
義
の
経
済
学
が
経
済
学
の
特
殊
・
歴
史
的
な
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

広
義
の
経
済
学
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
広
義
の
経
済
学
史
の
立
場
か
ら
狭
義
の
経
済
学
壱
歴
史
的
に
観
察
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
広
義
の
経
済
学
史
そ
の
も
の
が
構
想
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
へ
の
見
透
し
を
も
っ
た
と
い
う
点
で
も
、
白

杉
君
は
わ
が
国
で
最
初
の
発
言
者
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
第
三
に
、
経
済
学
史
の
認
識
が
、
過
去
の
経
済
学
の
「
過
去
的
意
義

と
現
在
的
意
義
と
の
統
-
」
で
あ
る
と
、
君
は
書
い
た
が
、
こ
れ
は
意
義
ぶ
か
く
も
解
け
る
表
現
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
的
研
究

が
「
過
去
と
現
在
と
の
対
話
L

だ
と
い
わ
れ
る
ば
あ
い
、
過
去
か
ら
の
談
り
か
け
と
現
在
か
ら
の
う
け
答
え
お
よ
び
そ
の
逆
が
お
こ
な

わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
対
話
か
ら
、
白
杉
君
の
こ
の
規
定
が
実
現
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
厳
密
じ
考
え

る
と
、
白
杉
君
の
考
え
は
、

「
統
一
」
と
い
う
概
念
に
少
し
問
題
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
第
四
に
お
い
て
と
り
上
げ
る
。

第
三
に
、
白
杉
君
は
賢
明
に
も
、
経
済
学
史
に
歴
史
的
研
究
で
あ
る
と
い
う
自
己
限
定
を
要
求
し
て
い
た
υ

歴
史
が
現
在
に
成
立
す

る
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
経
済
学
は
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
経
済
学
な
く
し
て
は
理
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
白
杉
君
で
は
あ

っ
た
が
、
か
と
い
っ
て
、
学
史
を
理
論
研
究
の
補
助
科
学
だ
と
い
っ
て
は
し
ま
わ
ず
、
歴
史
研
究
そ
の
も
の
の
中
に
固
有
の
意
義
を
求

め
よ
う
と
し
た
。

「
歴
史
は
現
在
に
成
立
す
る
。
我
々
自
身
の
経
済
学
な
く
し
て
過
去
の
経
済
学
を
現
在
我
々
が
保
持
す
る
か
乃
至
は

将
来
そ
の
建
設
巷
予
想
す
る
経
済
学
と
の
関
係
に
お
い
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
歴
史
的
埋
解
を
越
え
る
。
問
題
は
過
去
的
意

義
の
究
明
か
ら
現
在
的
意
義
の
究
明
に
移
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
」
と
の
表
現
は
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ふ
く
ん
で
い
る
が
、
わ
た
く

し
は
、
現
在
的
意
義
に
重
点
を
お
い
て
み
る
ば
あ
い
に
は
、
研
究
は
歴
史
を
こ
え
て
埋
論
に
移
行
す
る
と
い
う
意
味
に
解
し
た
い
。
そ

こ
に
経
済
学
史
の
課
題
の
限
界
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
だ
。
第
四
に
、
し
か
し
こ
の
限
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
の

経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
イ
一
一
一
巻

九
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五
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経
済
学
史
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す
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近
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且
解
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九
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三
巻
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匹1

限
定
の
仕
方
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
も
っ
と
思
う
の
だ
が
、
過
去
的
意
義
と
現
在
的
意
義
と
の
白
杉
式
の

「
統
こ
に
は
ギ
コ
チ
ナ
サ
が
残
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
過
去
は
一
方
で
そ
れ
自
身
の
時
代
と
の
か
か
わ
り
で
「
生
か
占
れ
る
」

の
だ
が
、
他
方
で
は
現
在
の
立
場
か
ら
ハ
サ
リ
と
斬
り
お
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
て
い
う
と
、
前
の
舞
台
で
は

笑
顔
で
迎
え
ら
れ
て
い
允
役
者
が
、
舞
台
が
暗
転
「
る
と
、
こ
ん
ど
は
に
わ
か
に
冷
遇
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
観
客
の
わ
れ

わ
れ
は
事
情
の
急
変
に
面
く
ら
わ
ざ
る
壱
え
な
い
。
こ
の
ギ
コ
チ
ナ
サ
の
秘
宿
は
、
舞
台
の
暗
転
の
な
か
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、

暗
転
の
揮
造
は
実
は
歴
史
認
識
の
構
造
な
の
だ
が
、
由
杉
君
を
以
亡
し
て
も
、
こ
の
構
造
に
不
明
な
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
感
畑
出
壱
総
括
す
る
と
、
白
杉
君
は
経
済
学
史
の
方
法
に
つ
い
て
優
れ
た
見
解
を
保
持
し
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

七
番
目
に
内
田
義
彦
救
援
に
つ
い
て
語
ろ
う
。
民
の
『
経
済
学
史
講
義
』
〔
一
九
六
二
の
中
に
も
、
強
力
性
に
富
ん
だ
優
れ
た
見
解

が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
の
若
干
を
取
り
上
げ
よ
う
。

広
義
の
経
済
学
史
の
概
念
を
、
白
杉
君
よ
り
も
一
そ
う
明
確
に
、
保
持
し
一
1
い
る
こ
と
が
第
一
点
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
将
米
に

可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
と
の
書
物
に
お
い

t
は
狭
義
の
経
済
学
が
と
り
あ
っ
か
わ
れ
的
。
現
段
階
の
経
済
学
史
の
特
色
と
し
て
、
さ

き
に
指
摘
し
た
対
象
に
お
け
る
当
日
号
ロ
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
示
め
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
第
二
点
で
あ
る
。
内
田
教
授

は
宅
日
営
ロ
の
こ
と
を
「
移
行
」
の
語
で
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
認
識
は
貴
重
な
価
値
を
も
っ

t
い
る
と
、
わ
た
く
し
は
考
え
る
。

」司

2
号
ロ
の
認
識
が
で
き
て
い
る
か
と
う
か
と
い
え
ば
、

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
限
定
さ
れ
た
規
模
に
お
い
て
で
も
，
こ
の
種
の

そ
こ
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

内
田
教
授
の
学
史
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
、
研
究
方
法
が
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
二
つ
に
分
け
て
考
え

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
第
三
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
の
と
こ
ろ
こ
の
点
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
は
、
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ



に
つ
い
て
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
も
精
細
に
考
え
ね
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ぎ
に
い
っ
そ
う
大
切
な
こ
と
は
、
二
つ
の
ア
プ

ロ
1
チ
の
関
係
が
不
完
全
な
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
白
杉
君
に
お
け
る
、
過
去
的
意
義
と
現
在
的
意
義
と
の
関
係
の

ギ
コ
チ
ナ
サ
に
も
、
そ
れ
は
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

1

|
こ
の
よ
う
に
批
判
的
な
評
言
が
で
き
る
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
滋
味
ゆ
た
か
な
表
現
に
も
で
あ
う
の
で
あ
る
。
経
済
学
史
の
目
的
が
「
経
済
そ
の
も
の
を
学
ぶ
た
め
の
有

効
な
迂
回
手
段
」
で
あ
る
と
す
る
内
田
教
授
は
、
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
壱
無
視
し
て
は
、
経
済
学
史
は
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
お
ち
い

り
が
ち
な
歴
史
的
相
対
主
義
に
堕
す
る
と
警
告
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
主
義
の
型
の
学
史
の
お
と
し
穴
を
よ
く
つ
く
と
と
も
に
、

浬
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ば
か
り
で
も
、
自
然
主
義
の
抽
象
に
お
ら
い
る
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
自
然
主
義
と
歴
史
主
義
と
の
総
合
で
あ
る

ハ

U
V

こ
と
を
、
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
の
項
目
に
つ
い
て
い
ま
ひ
と
つ
読
者
の
注
意
を
呼
び
お
こ
し
て
お
く

こ
と
を
ゆ
る
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
内
田
教
伎
は
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
壱
「
理
論
が
生
ま
れ
て
き
た
あ
と
を
そ
の
時
代
に
即
し
て
た
ど

「
理
論
を
ヨ
リ
発
展
し
た
理
論
の
水
準
で
整
理
し
検
討
す
る
こ
と
」
と
い
い
か
え
C
い

る
の
だ
が
、
手
」
の
関
係
に
似
た
こ
と
を
、
へ

l
ゲ
ル
は
反
省
当
日

E
E
Eロ
の
二
つ
の
意
義
と
し
て
ー
と
ら
え
て
い
鵠
こ
の
思
考
は
、

る
」
と
」
、
そ
し
て
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を

二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
関
係
を
観
念
論
的
に
解
こ
う
と
す
る
ば
あ
い
の
ひ
と
つ
の
仕
方
を
暗
示
し
C
い
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
ま
だ
あ
と
に
相
沢
秀
一
教
授
、
真
実
一
男
教
授
お
よ
び
木
永
茂
喜
教
授
な
ど
の
意
見
が
あ
る
が
、
重
要
な
点
に
つ
い
て
だ
け

意
見
壱
か
い
て
お
一
」
う
。

相
沢
教
授
は
、
わ
た
く
し
と
同
じ
く
、
唯
物
史
観
に
よ
っ
て
研
究
す
る
方
法
を
提
唱
さ
れ
て
プ
ル
チ
ョ
ア
経
済
学
を
批
判
す
る
ば
あ

い
に
、
対
象
と
研
究
者
と
の
内
に
同
質
の
資
本
主
義
と
い
う
共
同
の
場
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
G

そ
の
場
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
と

過
去
の
学
者
と
の
あ
い
だ
に
対
話
が
行
な
わ
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
正
し
い
見
解
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
立
場
か
ら

経
荷
学
史
に
同
十
る
最
近
。
見
解
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経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
十
三
巻

第
五
号

E旦
山

は
、
広
義
の
経
済
学
史
が
み
ち
び
き
出
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
ザ

真
実
教
授
の
見
解
は
「
世
界
大
百
科
事
典
」
の
中
、
み
じ
か
い
が
明
澄
な
叙
述
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
氏
は
経
済
学
の
歴
史
的
お
よ

び
実
践
的
性
格
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
学
史
は
理
論
の
歴
史
を
玉
に
す
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
経
済
史
的
な
基
礎
過

程
の
研
究
と
社
会
史
的
、
政
治
史
的
研
究
は
と
も
に
学
史
の
準
備
作
業
と
さ
れ
、
そ
の
あ
と
で
本
来
の
学
史
研
究
が
は
じ
ま
る
。
そ
し

て
そ
こ
で
は
、

理
論
の
時
論
的
研
究
と
理
論
的
検
討
と
の
こ
つ
の
課
題
が
あ
っ
て
(
内
田
教
照
り
見
解
が
採
用
さ
れ
て
い
る
り
だ
)
、

k 、:
の

研
究
方
法
は
「
追
思
考
」
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
は
わ
た
く
し
の
み
る
と
こ
ろ
、
歴
史
主
義
の
研
究
方
法
が
洗
練
さ
れ
た
は
あ
い
に

成
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
く
し
な
ら
、
歴
史
主
義
の
類
型
に
入
れ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
実
氏
の
立
場
に
し
た
が
っ

は
結
び
つ
か
な
く
な
る
と
思
う
の
だ
が
、

|
|
く
り
か
え
す
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
歴
史
主
義
の
修
正
L

版
で
あ
る

l
iに
近
い
も
の
で
、
批
判
の
余
地
の
あ
る
も
の
に
な

て
考
え
る
と
、
歴
史
学
派
が
経
済
学
史
に
十
分
な
市
民
権
壱
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
己
う
い
二
つ
結
果
と
「
追
思
考
」
と

し
た
が
っ
て
、
真
実
民
に
お
け
る
学
史
は
、
杉
本
氏
の
第
三
の
類
型

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

末
永
教
授
は
、
時
、
一
氷
教
授
の
見
解
に
自
分
の
意
見
を
添
え
な
が
ら
、
自
説
壱
の
べ
ら
れ
た
u

し
か
し
、
氏
の
意
見
は
、
時
永
氏
に
近

い
と
自
分
で
は
い
わ
れ
な
が
ら
、
相
当
に
へ
だ
た
り
が
あ
る
と
み
る
の
は
、
あ
や
ま
り
で
あ
ろ
う
か
。
末
永
氏
に
は
歴
史
主
義
の
経
済

学
史
に
近
い
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か

U

『
剰
余
価
値
学
説
史
』
が
本
来
の
苧
史
で
は
な
く
、

「
資
本
論
』
第
一
部
の
一
部
ピ
関
す
る
学
史
研
究
で
あ
る
と
道
破
さ
れ
た
の
は
、
氏
の
大
き
な
功
績
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
い
ち
ば
ん
最
後
に
、
外
国
の
人
の
見
解
を
紹
介
し
な
が
ら
私
見
を
の
ベ
て
、
本
稿
を
お
わ
る
こ
と
に
し
よ
う
u

こ
こ
に
取
り

上
げ
る
の
は
東
ド
イ
ツ
の
フ

P
ッ
ツ
・
ベ
l
v
y
ス

F
E
N
出

O
F
E
E
の
『
政
治
経
済
学
史
綱
要
、
第
一
巻
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
古
典
学

な
お
、

ぞ
れ
は



派
ま
で
の
政
治
経
済
学
』
(
一
九
六
二
)
で
あ
る
。
こ
の
学
史
の
概
説
書
は
広
義
の
経
済
学
史
の
ひ
と
つ
の
試
作
品
で
あ
る
か
ら
、
意
義

の
あ
る
出
版
で
あ
っ
た
。
し
か
し
J
へ
I

V

Y

ス
の
こ
れ
ま
で
の
著
述
に
つ
い
て
一
般
的
に
い
え
志
よ
う
に
、
思
考
が
一
面
的
で
あ
っ
て
、

器
用
な
叙
述
が
行
な
わ
れ
て
は
い
る
が
、
以
前
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
、
教
条
主
義
的
な
臭
み
を
相
当
に
も
っ
た
書
物
だ
と
思
う
。

こ
れ
だ
け
の
総
評
を
し
て
お
い
て
、
要
点
に
ふ
れ
よ
う
。
ま
ず
ベ

l

レ
y
月
が
広
義
の
経
済
学
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、

か
れ
は
エ

y
ゲ
ル
ス
の
「
最
も
広
義
の
経
済
学
」
と
い
う
も
の
を
そ
れ
と
し
て
理
解
し
て
お
り
、
つ
ま
り
、
わ
た
く
し
の
い
う
抽
象
的

一
般
的
な
経
済
学
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
、
歴
史
的
な
社
会
体
制
の
変
動
と
と
も
に
形
を
か
え
る
と
と
ろ
の
、
経
済
学

〈

m
u
u

の
具
体
的
な
あ
り
方
の
総
括
を
も
そ
の
概
念
で
考
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
た
く
し
が
い
う
具
体
的
一
般

性
に
お
け
る
経
済
学
の
あ
り
方
と
抽
象
的
一
般
件
に
お
け
る
そ
れ
と
が
区
別
さ
れ
ず
に
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
エ
ン

ゲ
ル
ス
に
も
責
任
が
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
こ
の
程
度
の
不
十
分
な
規
定
に
お
い
て
広
義
の
経
済
学
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
た
い

レ
て
、
わ
た
く
し
は
失
望
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
第
こ
に
、

ベ
1

V
ソ
ス
は
「
論
理
と
歴
史
ー
と
の
統
一
」

1
lこ
れ
を
か
れ
は
唯
物
論
的

へ
l
ゲ
ル
が
そ
う
で
あ
う
た
よ
う
に
、
経
済
学
史
と
は
経
済
学
そ
れ
自
体
に
ほ

か、原
な、理
ι、1-
な、呼
し、、“日
との
し、か
うが

il 
lこ jい

な い
るう
。立

場

立
つ
古当

ら

き
ま
ぎ
ま
の
経
済
学
派
の
曲
節
に
富
ん
だ
展
開
が
、

一
個
の
経
済
学
の
自
己
展
開
に
お
け
る
諸
契

機
と
じ
て
統
一
的
に
把
握
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
く
ま
し
い
論
理
の
構
え
は
、
そ
の
内
容
壱
正
し
く
つ
か
主
え
な
い
と
、

歴
史
に
た
い
す
る
力
づ
く
の
ね
じ
伏
せ
に
よ
る
危
険
の
多
い
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
立
場
に
立
と
う
と
努
力
し
て
い
る
も
の

E

し
て
、

わ
た
く
し
は
ベ

l
v
γ

ス
に
原
則
的
に
賛
成
で
あ
る
。

も
っ
と
も
と
の
喜
物
の
中
て
ベ

I
レ
ゾ
ス
が

「
論
理
と
歴
史
E
の
統

一
」
の
立
場
を
成
功
の
う
ち
に
貫
ぬ
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
別
の
問
題
ぞ
あ
っ
て
、
方
法
論
の
叙
述
に
か
ぎ
っ
て
考
え
て
も
、
性
急

卦〉

に
論
理
と
歴
史
と
の
直
接
的
な
同
一
性
を
主
張
し
た
い
か
に
み
う
け
ら
れ
る
。
東
ド
イ
ツ
で
は
学
界
に
お
い
て
も
ソ
ビ
エ
ト
の
影
響
が

経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
十
三
巻

第
五
号

四
王王



経
情
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
十
一
ニ
巻

四

第
五
号

四
プミ

強
大
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
辺
り
に
も
そ
の
傾
向
が
み
え
る
ー
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
に
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
ベ

l
レ
Y

ス
が
学
説
史
の
立
場
を
承
認
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
5
0
か
れ
に
し
た
が
う
と
、

こ
の
立
場
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の
伝
統
に
由
来
し
、
経
済
学
を
ば
外
的
表
面
的
な
現
象
か
ら
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
本

質
、
つ
ま
り
社
会
の
経
済
構
造
と
そ
の
発
展
と
か
ら
と
ら
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
正
し
い
科
学
的
な
立
場
は
何
か
ー
と

い
う
と
、
そ
れ
は
経
済
学
体
系
史
ま
た
は
経
済
思
想
史
の
立
場
を
考
え
て
い
る
上
う
で
あ
る
。
ぞ
と
で
は
、
「
弁
証
法
的
唯
物
論
と
い

う
科
学
的
方
v

自
が
採
用
さ
れ
、
対
象
は
生
産
様
式
的
発
展
に
応
じ
て
区
分
せ
ら
れ
、
そ
の
研
究
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
に
対
す
る
闘
争
の
武
器
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
最
後
の
こ
Er
「
l
学
聞
に
お
け
呂
党
派
位
に
つ
い
て
注
目
す

べ
き
こ
と
と
し
て
、
こ
の
科
学
に
お
け
る
科
学
的
伝
統
壱
主
も
り
セ
ク
ト
主
義
を
警
戒
す
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
、
自
覚
的
な
立
場

ハ
お
じ

に
立
と
う
と
努
力
す
る
と
い
う
と
と
、
こ
の
二
つ
を
ベ

1
レ
U
J

ス
は
説
い
て
い
あ
。
経
済
学
史
の
研
究
が
階
級
闘
争
の
武
恭
と
な
る
1r

い
う
と
と
は
、
科
学
研
究
の
本
質
を
ば
十
分
に
わ
き
ま
え
た
上
で
の
主
張
で
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
傾
聴
す
へ
き
で
あ
ろ
う
。

1
1
1
以
上

の
よ
う
に
、
こ
の
書
物
に
た
い
し
て
い
ろ
い
ろ
と
批
評
の
余
地
は
あ
っ
て
も
、
と
も
か
く
も
、
広
義
の
経
済
学
史
が
す
で
に
試
作
の
段

階
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
だ
ろ
う

な
お
ひ
と
つ
、
ポ

l
ラ

Y
1
の
オ
ス
カ
1
・
ラ

γ
ゲ
の

(
M
m

一

題
』
の
中
仁
は
、
経
済
学
史
の
展
開
が
あ
る
。
こ
の
書
も
ま
た
広
義
の
経
済
学
の
試
作
品
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
学
史
の
と

「
経
済
学
』

(
ポ

l
一フ

γ
ド
語
版
の
初
版
は
一
九
五
九
年
〕
の
第
一
巻
『
一
般
問

り
あ
っ
か
い
に
つ
い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。

(3) (2) (1) 

宇
野
弘
蔵
『
経
済
学
の
方
法
」

問
書
、
八
己
ベ
l
y
o

こ
こ
で
は
宇
野
理
論
の
一
般
的
な
批
判
が
こ
と
る
ざ
さ
れ
て
い
の
で
は
な
い
。
た
だ
経
済
宇
史
に
関
し
て
の
問
題
点
を
か
ぞ
え
上
げ
℃
み
た
ま
で

(
一
九
六
一
二
)
八
二
ペ
ー
ジ



で
あ
る
。

ω
同
書
の
八
五
ペ
ー
ジ
に
わ
れ
わ
れ
は
読
む
。
「
独
立
の
科
学
と
し
て
の
経
済
学
史
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
に
き
ば
ら
な
く
て
も
よ
い

で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
サ
シ
ミ
の
ツ
マ
と
い
う
凸
は
ま
た
言
い
過
ぎ
だ
。
」

同
開
平
瀬
己
之
官
『
経
済
学
の
古
典
と
近
代
』
(
昭
和
二
十
九
年
〕
緒
言
。
同
民
の
意
見
は
「
商
学
論
集
」
第
一
一
一
巻
第
二
号
の
一
五
主
六
4

1
ジ

や
「
経
騎
評
論
」
昭
和
二
九
年
四
号
町
一
座
談
合
「
経
済
学
の
論
理
主
人
聞
の
問
題
」
の
中
に
も
み
ら
れ
る
。

川
w
拙
稿
「
経
済
学
史
の
本
質
と
額
型
」
本
誌
本
年
一
月
号
、
一
九
ペ
ー
ジ
。

的
拙
稿
「
経
病
学
史
り
現
段
階
」
本
器
本
年
三
月
号
、
一
ニ
二
ペ
ー
ジ

U

川
開
遊
部
久
蔵
『
資
本
論
研
究
史
』
昭
和
三
三
年
、
一
八
三
九
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

川
何
時
永
淑
「
経
済
学
史
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
L

(

「
経
清
志
林
」
第
一
一
一

O
巻
第
一
号
)
五
七
|
六
五
ペ
ー
ジ
。
経
済
史
と
の
結
び
つ
き
か
ら
の
「
離

脱」

ξ

い
う
こ
左
医
つ
い
て
一
言
し
て
お
宮
た
い
。
そ
こ
で
注
目
し
て
よ
い
こ
主
は
、
経
済
史
と
い
っ
て
も
、
そ
の
円
容
は
も
っ
ぱ
ら
「
政
策
史
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
じ
こ
で
は
経
済
史
は
政
策
史
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
り
仕
方
は
、
宇
野
直
前
に
お
け
る
段
惜
諭
の
い

も
じ
る
し
い
一
つ
の
軒
色
左
い
え
る
。
こ
の
特
色
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
三
と
は
二
つ
で
あ
る
。
ま
ず
、
経
済
史
上
の
事
実
が
政
策
の
結
果
と
し
で

ー
と
り
あ
っ
か
わ
れ
よ
う
と

L
て
い
る
点
で
あ
っ
て
、
経
済
に
つ
い
て
の
観
A

品
が
現
実
の
中
に
人
り
こ
ん
で
生
じ
た
事
実
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
前

に
論
じ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
経
済
史
で
は
あ
ま
り
か
げ
ん
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
主
で
あ
っ
て
、
敵
迎
す
べ
き
態
度
で
あ
る

G

し
か
し
経
済
史
的
背
中

安
を
ば
政
策
の
成
果
と
し
て
だ
け
見
て
い
て
は
、
経
済
生
活

r
お
け
る
自
然
性
に
つ
い
て
の
辿
解
に

K
什
る
結
果
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の

v

で
あ
っ

て
、
経
済
史
に
つ
い
て
の
考
察
口
、
こ
の
態
度
か
ら
だ
け
で
は
、
尽
〈
せ
な
い
だ
ろ
う
。
宇
野
理
論
の
構
え
か
ら
は
、
全
体
と
し
て
の
粧
済
史
が
収

ま
り
切
ら
ぬ
と
い
う
結
果
に
な
る
り
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
宇
野
理
論
の
欠
陥
が
あ
る
。
な
お
、
時
永
教
授
に
は
近
著
『
経
済
学
史
(
第
一
分
冊
)
』

(
-
九
六
三
)
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
も
上
の
論
士
の
主
張
が
O

べ
ら
れ
て
い
る
。

M
W

中
村
賢
一
郎
「
経
済
学
史
の
融
題
〉
」
方
快
」
、
(
「
政
経
論
叢
」
第
一
ニ
一
巻
第
一
号
)
一

O
四
ペ
ー
ジ
。

ω
同
上
、
九

O
へ
l
ジ。

M
W

白
杉
庄
一
郎
「
経
済
学
史
概
説
し
(
上
巻
)
一
ペ
ー
ジ

G

M
W

問
書
、
一
五
ペ
ー
ジ
。

経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
十
三
巻

五

第
五
号

四
t二



経
皆
学
史
に
関
す
る
設
近
。
見
解

第
九
十
一
一
巻

ー』ノ、

第
五
号

四
ハ、

ゆ
内
田
義
彦
『
経
済
学
史
講
義
』
白
九
ペ
ー
ジ
に
い
う
。
「
現
代
は
過
渡
期
由
時
代
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
主
く
に
、
日
本
り
よ
う
な
社
会
で
は
、

資
本
主
義
か
ら
社
会
主
議
へ
の
晴
行
が
一
方
で
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
他
方
で
封
建
制
の
解
体
が
や
は
り
何
ら
か
り
取
で
問
題
と
さ
れ
C
い
ま
す
。

そ
う
い
う
過
渡
期
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
狭
義
由
経
詩
学
、
つ
ま
り
資
本
主
義
の
経
晋
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
経
掛
学
で
な
く
て
、
そ
の
前

、
、
、

後
り
、
異
な
っ
た
社
会
体
制
の
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
広
義
の
経
済
学
O
知
識
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
い
う
広
義
の
経
済
学
を
対

象
と
す
る
広
義
O
経
済
学
史
を
ウ
く
り
上
げ
る
こ
と
も
、
将
来
は
可
能
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
対
象
と
す
る
の
は
、
狭
義
む
経
済

、
、
、
、
、
、
、
、
、

学
、
つ
ま
り
資
本
主
義
の
経
首
怯
則
を
明
ら
か
に
す
る
経
諦
学
白
歴
史
で
あ
り
ま
す
」
こ
こ
で
将
来
由
可
能
性
と
し
て
し
め
さ
れ
て
い
る
広
義
り
経

済
学
史
は
、
も
う
そ
う
そ
る
実
現
へ
の
は
こ
び
に
な
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
社
会
主
語
的
計
画
経
済
へ
と
経
済
が
大
き
〈
転
換
を
は
じ
め
て

か
ら
す
で
に
四
十
年
に
な
ろ
う
色
し
て
お
り
、
こ
の
あ
た
ら
し
い
体
制
に
入
っ
た
国
の
か
ず
も
今
で
は
ず
い
分
ふ
え
た
の
だ
か
ら
、
経
油
相
学
の
体
系

は
も
と
よ
り
り
こ
と
、
そ
の
第
二
次
的
形
成
に
お
い
て
現
わ
れ
る
経
苦
学
史
も
ま
た
、
装
い
を
あ
た
ら
し
く
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
誤
解
り
な
い
よ
う
に
い
い
そ
え
て
お
く
が
、
広
義
の
経
諦
芋
史
の
段
暗
に
入
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
狭
義
の
経
皆
学
史
が
た
ち
ま
ち
無
用

。
長
物
に
な
っ
て

L
ま
う
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
自
身
の
課
題
|
|
資
本
主
義
経
済
白
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
ー
ー
が
ま
だ
十
分
に
果
た

さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
科
学
と
し
て
も
実
践
に
た
い
し
て
も
、
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
に
。

同
前
白
注
に
引
用
さ
れ
た
よ
う
に
、
内
田
教
授
は
対
象
を
狭
義
白
経
揖
学
史
に
か
ず
る
り
だ
が
、
そ
う
し
て
も
、
経
済
学
史
に
お
け
る
茸
要
な
「
移

行
」
の
認
識
は
可
能
で
あ
る
と
、
い
う
。
日
く
「
そ
う
い
う
限
定
を
つ
け
て
も
、
狭
義
の
経
済
学
、
つ
ま
り
資
本
主
義
の
経
済
体
制
の
分
析
に
は
、

封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
り
移
行
、
資
木
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
り
晴
行
の
問
題
が
、
正
面
か
ら
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
ふ
く
ま
れ
て
い

る
の
で
す
か
ら
、
そ
白
点
へ
の
注
意
を
怠
ら
な
け
れ
ば
、
「
静
行
」
と
い
う
特
殊
な
問
題
状
況
を
よ
ま
え
た
狭
義
心
経
済
学
の
歴
史
を
暫
く
こ
し
ζ

が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
」
(
同
ト
、
九
ペ
ー
ジ
。
〕
「
移
行
と
い
う
特
殊
な
問
題
状
況
」
と
か
か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
わ
た
く
し
は
読
者
に
む
か
つ
て

特
別
な
注
目
を
要
請
す
る
。
経
済
学
史
の
対
象
が
全
体
と
し
て
「
移
打
」
あ
る
い
は
耳
白
骨
回
の
状
況
に
あ
る
と
い
う
の
だ
。
わ
た
く
し
が
、
ゥ

ェ
1
パ
ー
の
方
法
論
の
批
判
と
し
て
、
抽
象
的
な
か
た
ち
で
毘
と
お
し
た
問
題
状
況
と
内
田
教
授
の
そ
れ
左
は
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
同
内
田
教
授
の
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
細
分
さ
れ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
史
的
、
論
争
史
的
、
時
前
的
、
発
展
史
論
的
、
お
よ
び
思
想
史
的
の
五
種

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
対
し
、
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、
「
資
本
主
義
理
論
白
ふ
か
ま
り
を
軸
に
す
る
」
と
説
明
さ
れ
る
の
ほ
か
は
、
詳



し
い
内
容
の
指
示
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
両
者
の
関
係
が
不
十
分
に
し
か
し
め
き
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
莫
県
教
慢
心
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
目
く
「
〈
時
論
〉
と
〈
理
論
〉
と
の
あ
い
だ
に
幾
分
断
層
め
い
た
も
の
を
を
感
じ
る
」
と
(
真
実
一
男
「
リ
カ
ー
ド
ゥ
機
械
論
の
解
釈
」
、

「
経
済
学
雑
誌
」
第
四
二
巻
第
三
号
、
一
一
一
べ

1
・
/
以
下
)

M
W

つ
ぎ
の
句
か
ら
、
読
者
は
白
熱
主
義
と
歴
史
主
義
と
の
総
合
が
現
在
の
学
史
の
課
題
で
あ
る
こ
と
の
別
の
表
現
を
観
取
さ
れ
た
い
も
の
だ
。
「
学

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

.

、

、

、

史
は
理
論
を
理
解
す
る
た
め
の
手
段
(
だ
け
)
で
は
な
い
が
、
同
時
に
過
去
の
歴
史
を
知
る
干
段
一
(
だ
け
)
で
も
な
い
。
資
本
主
義
そ
の
も
の
を
理

論
的
に
分
析
す
る
た
め
の
迂
路
で
す
。
科
学
的
経
済
学
の
発
展
史
と
い
う
軸
を
欠
し
て
は
、
学
史
は
歴
史
的
相
対
主
義
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
外
か
ら
裁
断
す
る
と
い
う
要
素
(
出
口
い
う
、
こ
れ
は
自
然
主
誼
D
特
色
予
あ
る
)
な
し
で
は
、
当
時
白
歴
史
に
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
(
出

口
い
う
、
こ
れ
は
歴
史
主
義
の
窓
図
で
あ
る
)
と
い
う
こ
主
も
、
真
の
意
味
で
は
で
き
ま
せ
ん
」
(
問
主
、
一
九
ベ

1
ジ〕

油
開
出
品
m戸
同
号
、
E
4
8
え
号
、
可
。
、
8
0
ユ
量
、
N
s
z
s
h
ミ
E
h
F
円
号
句
。
s
h
a
¥
j
~
a
h
F
J
N
同
邦
訳
、
岩
波
文
陣
版
「
小
論
理
学
」
(
上
)
一
一
八

ベ
ー
ジ
。

伺
相
沢
秀
一
『
経
済
学
史
白
方
法
』
(
「
経
済
学
雑
誌
」
(
福
井
先
生
還
暦
記
念
号
)
第
四
二
巻
第
四
・
主
号
)
一
一
四
ベ
l
d
o

純

真

実

一

男

l

経
済
学
説
史
」
(
『
世
界
大
百
科
事
典
』
第
九
巻
九
四

l
七
ペ
ー
ジ
。
内
田
教
授
に
つ
い
て
の
ベ
た
終
り
の
と
こ
ろ
で
、
へ

l
ゲ
ル

が

Z
R
F向
。
ロ
】
自
ロ
に
つ
い
て
二
重
白
意
義
の
あ
る
こ
と
を
の
ベ
、
そ
れ
が
学
史
の
研
究
に
も
あ
る
意
義
を
も
ち
う
る
し
乙
、
語
っ
た
。
歴
史
主
義
が

認
識
白
構
造
と
し
て
主
張
す
る
り
は
、
そ
し
て
わ
た
く
し
の
理
解
で
は
耳
実
氏
の
い
わ
れ
る
「
追
思
考
」
が
そ
う
だ
と
思
う
り
だ
が
、
そ
の

2

第
一
り

も
む
な
白
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
相
対
主
義
の
批
評
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

ω
末
永
茂
喜
「
経
済
学
史
に
つ
い
て
」
(
東
北
大
学
研
究
年
報
『
経
掛
学
L

六
六
・
六
七
)
-
一
四
五
二
へ

I
シ。

帥
判
〈
色
町
口
Z
回
o
v
Z
E
-
G言
言
ぬ
3
2
h
同
旬
、

P
E聖
与
古
昔
司
唱
。

E
昔
、
z
s
o
早
言
。
若
N
F
回
、
同
一
一
-
b芯
H
U
Q
N
5
h
訳
、
N
R
O
E
S
3
3
輔
、

P
均

N
ミ

守也、hhw司目前町、FRW豆
町

円

H
R
N
h
句
輔
、
y
H
由
由
回
印
印
叶
同
一
戸

同
判
〈
包
芯
回
礼
的
自

H
f問
歴
史
と
輯
理
と
由
統
一
と
い
う
唱
は
、
直
接
的
な
同
一
性
。
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
突
は
廃
史
的
経
過
と
論
理
的
発

民
と
の
差
別
の
側
面
と
同
一
の
冊
面
と
白
矛
盾
的
自
己
同
一
で
あ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
ロ
そ
こ
に
あ
る
統
一
は
つ
ね
に
三
重
の
意
味
で
の
統
一

な
り
で
あ
る
。
ベ

I
レ
ン
ス
は
と
の
一
重
性
に
つ
い
て
論
理
的
な
理
解
を
も
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
わ
た
く
し
が
経
済
学
史
白
類
型
と
し

て
、
白
熱
主
義
、
歴
史
主
義
、
お
よ
び
社
全
主
義
自
順
序
を
考
え
る
と
き
、
そ
し
て
杉
本
氏
の
説
に
反
対
す
る
と
き
、
歴
史
と
論
理
し
と
の
統
一
と
い

経
済
学
吏
に
関
す
る
最
近
凸
見
解

第
九
十
三
巻

七

第
克
号

四
九



経
済
学
史
に
関
す
る
最
近
の
見
解

第
九
十
=
巻

/¥ 

第
五
号

五
O 

う
論
理
出
働
ら
い
て
い
る
。
そ
し
て
経
済
学
白
方
法
白
展
開
は
す
な
わ
ち
経
済
学
史
白
方
法
の
展
開
と
な
る
と
考
え
て
、
上
白
主
張
を
お
こ
な
っ
て

い
る
り
で
あ
る

Q

念
の
た
め
に
書
き
そ
え
て
お
〈
。

州

開

。

EA柏
田
忌
・
ソ
ピ
ェ
ト
で
も
そ
う
で
あ
る
ら
し
い
が
、
こ
こ
に
い
う
1

科
学
的
L

t
い
う
の
は
、
虚
偽
の
車
識
の
上
に
立
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

と
い
う
こ
主
で
は
な
く
し
℃
、
真
実
の
意
識
の
上
に
立
つ
、
学
問
的
に
正
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

帥

刊

串

札

丸

田

H
T
N
U

倒
わ
た
く
し
は
最
近
出
版
さ
れ
た
英
訳
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
こ
白
書
物
に
按
す
お
こ
と
が
で
き
た
。

町

E
2
t
h
u苫
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、
若

F
H
E苦
言
明
丘
、
。
喜

Nutav
守
弘
同
事
、
息
官
ヌ
呂
田
ω

D
F
E凶
旬
。
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同
U
G
H恥

E
E
N
h
E云
。
遣
い
て
、
で
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