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い
ず
れ
の
科
学
に
お
い
て
も
、
方
法
論
と
い
う
も
の
は
取
扱
い
に
く
い
領
域
に
属
す
る
。
そ
の
な
か
で
も
現
代
社
会
学
の
そ
れ
は
一
見

諸
科
学
の
な
か
で
も
最
も
面
倒
で
か
つ
不
毛
の
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
と
同
時
に
そ
こ
に
お
い
て
ほ
ど
こ
れ
が
目
下
の
問
題
の
ひ
と
つ

の
焦
点
で
あ
る
こ
と
の
明
瞭
な
も
の
も
な
い
。
社
会
学
に
対
す
る
一
般
的
評
価
は
、
方
法
論
の
な
い
科
学
と
い
う
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
一

面
そ
れ
は
事
実
と
認
め
て
も
よ
い
。
特
殊
科
学
の
方
法
が
、
何
と
何
と
を
因
果
的
に
説
く
の
か
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
ば
、
方
法
の
問
題

は
さ
ほ
ど
困
難
な
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
望
む
通
り
の
事
例
を
、
た
と
え
ば
社
会
学
の
お
こ
な
う
調
査
の
相
関
係
数
の
な
か

、
、
、

に
必
要
な
だ
け
発
見
し
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
む
ろ
ん
、
方
法
の
問
題
は
こ
れ
に
止
ま
る
こ
と
を
え
な
い
。
反
対
に
、
専
ら
そ

の
論
理
が
因
果
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
弁
証
法
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
形
で
問
題
を
出
す
の
は
、
そ
こ
に

到
る
ま
で
に
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
く
つ
か
の
問
題
を
す
く
な
く
と
も
あ
る
程
度
解
か
な
い
か
ぎ
り
は
途
中
を
と
び
こ
す
も
の
で
あ

る
。
方
法
が
、
あ
る
種
の
主
体
の
客
体
に
対
す
る
あ
る
種
の
作
用
の
媒
体
で
あ
る
こ
と
は
う
た
が
い
も
な
い
。
だ
が
ど
ん
な
主
体
の
、
ど

ん
な
作
用
か
。
仮
り
に
科
学
独
自
の
作
用
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
他
の
作
用
と
そ
れ
は
ど
ん
な
関
連
を
も
つ
の
か
。
さ

〔
産
業
社
会
学
史
研
究
Ｉ
そ
の
Ｉ
〕

産
業
問
題
研
究
の
可
社
会
学
的

視
点
Ｌ
に
つ

は
じ
め
に

、。

て

平
野
秀
秋
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ら
に
、
作
用
媒
体
と
し
て
は
、
そ
れ
は
客
体
に
関
す
る
一
定
の
予
想
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
。
か
く
し
て
、
科
学
は
端
的
に
歴
史
的
で

あ
る
。
そ
し
て
科
学
の
方
法
の
問
題
は
、
主
体
ｌ
方
法
ｌ
客
体
の
す
べ
て
を
構
造
的
に
包
む
「
科
学
的
世
界
」
（
戸
坂
潤
）
に
関
連
し
て
解

か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
（
科
学
的
世
界
）
は
お
そ
ら
く
「
現
実
的
世
界
」
の
あ
る
種
の
外
化
形
態
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

だ
か
ら
、
方
法
論
の
問
題
は
、
科
学
が
科
学
以
外
の
も
の
と
全
く
適
合
的
に
機
能
し
て
い
る
と
き
に
は
む
ろ
ん
お
こ
っ
て
こ
な
い
だ
ろ

、
、
、
、

う
。
だ
が
社
会
学
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
科
学
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
段
階
は
ま
だ
訪
れ
て
い
な
い
。

か
く
て
、
現
代
の
社
会
学
に
方
法
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
実
は
誤
り
で
も
あ
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
科
学
が
「
現
実
的
世
界
」
の
な
か

、
、

に
現
に
存
在
す
る
以
上
、
以
上
の
意
味
で
の
方
法
は
た
と
え
欠
け
て
い
て
も
与
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
も
し
論
理
が
そ
れ
を
与
え
な
い
な
ら

、
、

ば
、
事
実
が
そ
れ
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
現
代
の
社
会
学
に
方
法
が
欠
け
て
い
る
の
は
、
実
は
あ
る
歴
史
的
必
然
に
よ
っ
て
こ
れ
の
課
題
と
さ

れ
た
も
の
ｌ
仮
り
に
表
現
を
与
え
れ
ば
「
自
然
発
生
的
な
る
も
の
」
の
現
代
の
体
制
に
お
け
る
位
置
の
反
映
な
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の

視
点
か
ら
社
会
学
史
を
通
読
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
の
ま
わ
り
を
「
体
制
の
論
理
」
の
動
揺
に
つ
れ
て
動
揺
す
る
社
会
学
の
姿
が
浮
ぶ
に
ち

が
い
な
い
。
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
は
『
方
法
の
問
題
』
（
平
井
訳
全
集
第
二
五
巻
、
一
九
六
二
年
）
の
な
か
で
、
現
代
社
会
学
に
与
え
ら
る
べ

き
位
置
は
「
監
視
つ
き
の
経
験
主
義
」
と
し
て
の
位
置
だ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
社
会
学
者
と
し
て
筆
者
自
身
は
、
監
視
さ
れ
る

も
の
に
も
、
ま
た
単
に
監
視
す
る
も
の
に
も
な
り
た
く
は
な
い
し
、
ま
た
そ
う
あ
る
べ
き
で
も
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
た
と
え
ば
産
業
社
会
学
史
を
と
り
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
編
年
誌
的
記
述
の
た
め
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
産
業

社
会
学
の
史
的
分
析
と
い
う
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
以
下
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
予
想
し
て
い
る
も
の
は
上
記
の
よ
う

な
問
題
を
事
実
に
つ
い
て
解
く
こ
と
で
あ
る
。
産
業
社
会
学
は
い
う
ま
で
も
な
く
現
代
社
会
学
に
お
け
る
支
配
的
な
位
置
の
ゆ
え
に
、
ま

た
そ
の
対
象
と
す
る
も
の
の
現
代
に
お
け
る
基
本
的
重
要
性
の
ゆ
え
に
、
必
ず
と
り
あ
げ
ら
る
べ
き
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
最
初
の
対
象
は
わ
が
国
の
尾
高
邦
雄
氏
の
一
連
の
仕
事
の
な
か
に
も
と
め
ら
れ
る
。
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
氏
に
も
と
め
ら
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こ
の
限
定
に
関
し
て
は
若
干
の
説
明
を
要
す
る
。
ま
ず
尾
高
に
お
け
る
産
業
社
会
学
的
「
視
点
」
を
と
り
あ
げ
る
第
一
の
理
由
は
、
彼

が
戦
後
は
や
く
「
人
間
関
係
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
、
の
ち
に
「
人
間
遡
及
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
こ
の
「
視
点
」
を
あ
る

程
度
体
系
的
に
、
方
法
の
問
題
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
し
た
わ
が
国
に
お
け
る
最
も
有
力
な
産
業
社
会
学
者
と
い
う
べ
き
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
彼
に
お
い
て
は
こ
の
「
視
点
」
の
問
題
が
社
会
学
論
の
な
か
で
独
自
の
重
要
性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
未
完
の
『
社

、
、
、
、
、
、
、
、

会
学
の
本
質
と
課
題
上
巻
』
（
一
九
四
九
年
）
に
は
、
社
会
学
が
専
門
領
域
を
失
う
こ
と
な
く
社
会
の
全
体
的
・
綜
合
的
認
識
を
お
こ
な

、
、
、
、
、

い
う
る
た
め
の
規
準
と
し
て
、
あ
る
科
学
の
固
有
の
対
象
を
決
定
す
る
「
視
点
」
と
い
う
考
え
方
に
関
連
し
て
「
社
会
学
的
視
点
」
と
い

う
も
の
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
点
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
若
干
引
証
し
て
お
こ
う
。

「
あ
る
科
学
の
独
自
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
科
学
に
固
有
の
対
象
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
こ
の
固
有
の
対
象
は
、
与
え
ら

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
た
現
実
を
そ
の
科
学
に
固
有
の
視
点
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
Ｌ
「
そ
の
科
学
に
固
有
の
主
題
を
中
心
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
か
ぎ

、
、
、
、

り
の
現
実
が
そ
の
科
学
に
固
有
の
対
象
で
あ
る
。
Ｌ
形
式
社
会
学
以
来
、
社
会
学
が
固
有
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
経
済
学
や
法
学
な
ど
に
対
し
て
固
有
と

、
、
、

い
う
意
味
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
可
こ
れ
ら
の
科
学
（
経
済
学
、
法
学
、
社
会
学
な
ど
）
が
共
通
に
取
扱
う
現
実
は
広
義
の
社
会
生
活
で
あ
り
、
一
般

と
が
、
こ
｝

一
つ
、
と
田
曾
つ
○

れ
る
も
の
は
産
業
社
会
学
の
代
表
者
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
よ
り
は
、
ま
さ
に
上
記
の
問
題
を
答
え
よ
う
ど
し
た
、
そ
の
解
法
の
一
典
型

と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
職
業
社
会
学
↓
産
業
社
会
学
の
展
開
の
な
か
で
そ
れ
ら
の
問
題
を
解
き
う
る
と
考
え
て
い
た
ひ
と
り

で
あ
っ
た
。

一
（
問
題
の
提
示
）

産
業
社
会
学
的
「
視
点
」
、
あ
る
い
は
産
業
・
労
働
問
題
研
究
に
お
け
る
「
社
会
学
的
視
点
」
の
意
味
す
る
の
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ

が
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
わ
が
国
の
尾
高
邦
雄
に
従
っ
て
理
解
し
、
そ
の
内
的
論
理
に
即
し
て
解
明
し
よ

I

序

説
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注
意
す
る
ま
で
も
な
く
以
上
は
、
た
と
え
ば
同
じ
物
体
を
物
理
学
的
と
化
学
的
と
に
取
扱
い
う
る
と
い
っ
た
意
味
と
は
等
し
く
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

な
ん
と
な
れ
ば
、
こ
の
ぱ
あ
い
に
は
共
通
の
物
質
的
世
界
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
対
象
的
世
界
と
し
て
物
理
学

的
世
界
と
化
学
的
世
界
の
よ
う
な
も
の
を
比
愉
以
上
の
意
味
で
問
題
と
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
に
対
し
て
、
み
ぎ
の
ぱ
あ
い
に
は
全

、
、
、
、
、

体
的
・
綜
合
的
認
識
（
あ
る
い
ば
全
体
的
社
会
理
論
）
を
各
個
に
成
立
さ
せ
、
な
お
か
つ
「
個
有
の
視
点
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
複
数
の
対

象
的
世
界
ク
．
）
・
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
ど
ん
な
問
題
を
ふ
く
ん
だ
「
視
点
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
上
に
つ
づ
く
第
二
の
理
由
は
、
こ
の

問
題
に
関
し
て
の
尾
高
の
戦
前
の
労
作
『
職
業
社
会
学
』
（
一
九
四
一
年
）
と
戦
後
の
産
業
社
会
学
と
の
連
続
性
で
あ
る
。
前
者
の
な
か
で

設
定
さ
れ
た
「
職
業
研
究
の
社
会
学
的
見
地
」
は
、
実
は
み
ぎ
に
引
用
し
た
よ
う
な
社
会
学
論
の
事
実
的
土
台
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
そ

れ
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
産
業
社
会
学
的
「
視
点
」
へ
連
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
第
一
の
も
の
と
第
三
の
も
の
と

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
全
く
同
じ
で
は
な
い
。
「
‐
社
会
学
的
視
点
」
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
職
業
（
職
業
生
活
）
に
求
め
る
の
と
、
産
業
に
お
け
る
人
間
関
係
に

求
め
る
の
と
は
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
戦
前
と
戦
後
の
体
制
に
お
け
る
力
点
の
相
違
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
で
重
要
な
点
で
あ

る
し
、
ま
た
両
者
に
お
け
る
尾
高
の
姿
勢
も
、
の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に
、
あ
き
ら
か
に
異
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

尾
高
の
社
会
学
論
な
い
し
社
会
科
学
論
を
媒
介
項
と
し
て
み
る
か
ぎ
り
、
両
者
は
連
続
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、

こ
の
こ
と
は
広
い
意
味
で
の
産
業
社
会
学
が
わ
が
国
に
お
い
て
全
く
の
輸
入
科
学
と
い
え
な
い
普
遍
的
性
格
を
主
張
し
う
る
理
由
と
さ
え

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尾
高
の
最
近
の
こ
の
分
野
の
著
述
（
「
産
業
社
会
学
』
一
九
五
八
年
初
版
）
で
は
１

，
司
八
社
会
学
的
視
点
Ｖ
ｌ
し
た
が
っ
て
人
間
澗
及
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
に
よ
っ
て
産
業
や
労
働
の
問
題
を
研
究
し
て
い
る
人
々
は
、
（
中
略
）
産
業

に
社
会
的
現
実
あ
る
い
は
歴
史
的
、
社
会
的
現
実
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
（
こ
れ
ら
の
科
学
）
は
、
こ
の
社
会
的
現
実
を
そ
れ
ぞ
れ
一
定

の
視
点
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
対
象
を
決
定
す
る
。
…
…
こ
の
こ
と
は
…
…
こ
の
区
劃
や
仕
切
り
の
内
側
だ
け
を
そ
れ
ぞ

。
０

０
Ｏ

れ
の
対
象
領
域
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
Ｌ
「
固
有
の
仕
方
で
、
同
じ
社
会
的
現
実
の
（
形
式
社
会
学
の
如
く
抽
出
さ
れ
た
社
会
関
係
で
な
く
）
全
体
を

そ
の
対
象
領
域
と
す
る
こ
と
…
…
書
え
て
い
え
ば
、
同
じ
現
実
に
赤
い
光
、
青
い
光
、
黄
色
い
光
等
々
を
投
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
現
実

。
◎

の
全
体
を
各
科
学
ご
と
に
染
め
変
え
る
こ
と
…
…
」
（
同
書
二
九
六
’
九
頁
傍
点
・
パ
ー
レ
ン
引
用
者
、
圏
点
原
著
者
、
以
下
す
べ
て
同
じ
）



191

こ
こ
で
は
「
視
点
」
Ｉ
こ
の
ぱ
あ
い
は
「
人
間
瀕
及
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
ｌ
は
統
一
的
科
学
た
る
産
業
社
会
学
を
支
え
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
う
え
異
っ
た
方
法
。
異
っ
た
立
場
。
異
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
止
揚
す
る
が
ご
と
く
で
あ
り
、
こ
れ
ら
す
べ
て
と
と
も
に
、
ま

た
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
ィ
ョ
ー
学
派
流
の
そ
れ
と
立
脚
点
を
異
っ
た
も
の
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
理
由
は
、
た
し
か
に
尾
高
を
し
て
産
業
社
会
学
の
単
な
る
紹
介
者
、
解
説
者
以
外
の
も
の
と
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
つ
「
視
点
」
を
こ
そ
問
題
に
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

れ
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
産
業
社
会
学
的
視
点
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
分
析
に
必
要
な
要
素
が
事

実
上
す
べ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
職
業
社
会
学
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
要
素
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
の
ち
の
産
業
社
会
学
へ
の

彼
の
展
開
に
お
い
て
、
同
一
の
「
視
点
」
の
な
か
で
そ
れ
ら
の
要
素
が
事
実
的
変
質
を
と
げ
る
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の

意
図
す
る
科
学
が
何
者
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
と
し
よ
う
。

註
尾
高
の
立
場
、
研
究
の
発
展
は
発
端
か
ら
現
在
ま
で
に
ほ
ぼ
三
つ
の
段
階
を
経
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
立
脚
点
は
、
い
わ
ば
私
的
経
営
の
外
か

ら
内
へ
、
内
か
ら
外
へ
と
往
来
し
た
。
第
一
の
段
階
は
彼
が
「
職
業
生
活
Ｌ
に
立
脚
点
を
求
め
よ
う
と
し
た
最
初
か
ら
終
戦
の
頃
ま
で
、
第
二
の
段

階
は
可
産
業
に
お
け
る
人
間
関
係
Ｌ
に
こ
れ
を
求
め
た
一
九
五
○
年
前
後
よ
り
こ
こ
数
年
前
ま
で
、
第
三
の
段
階
は
「
産
業
社
会
」
に
こ
れ
を
求

め
よ
う
と
し
た
最
近
の
数
年
。
さ
て
こ
こ
で
は
、
ま
ず
第
一
↓
第
二
の
段
階
を
主
要
に
扱
い
、
そ
の
「
視
点
」
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
つ
ぎ
に
第
三

、
、
、
、
、
、

社
会
学
の
研
究
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
よ
い
し
。
そ
し
て
上
の
な
か
で
（
中
略
）
と
し
た
部
分
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
そ
の
学
問
上
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

訓
練
や
出
身
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
現
在
の
職
業
が
何
で
あ
ろ
う
と
Ｌ
・
さ
ら
に
、
「
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
産
業
社
会
学
に
み
ら
れ
る
一
つ
の

特
異
な
現
象
は
、
企
業
や
職
場
集
団
内
の
問
題
に
焦
点
を
お
く
（
彼
の
い
う
産
業
社
会
学
の
）
第
一
領
域
の
研
究
と
、
労
働
組
合
や
労
働
者
意
識
の
問
題

に
主
眼
を
お
く
第
二
領
域
の
研
究
と
が
、
し
ば
し
ば
同
一
の
科
学
を
構
成
す
る
二
領
域
の
研
究
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
別
の
方
法
、
別
の
立
場
、
別

、
、
、
、
、
、
、
。
、
、
、

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
背
景
を
も
つ
二
つ
の
学
問
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
が
、
こ
の
対
立
は
、
「
産
業
社
会
学
一
般
を
強
い

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
．
、

、
、
、
、
、
、

て
（
ア
メ
リ
カ
の
）
メ
イ
ョ
ー
学
派
流
の
そ
れ
と
同
一
視
Ｌ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
「
科
学
と
し
て
の
産
業
社
会
学
と
、
流
行
の
経
営
政
策
と
し
て

の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
と
が
、
日
本
で
は
Ｉ
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
で
も
ｌ
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
た
と
い
う
事
情
の
た
め
に
」
い
っ
そ
う
無

用
の
摩
擦
を
生
ん
で
い
る
と
。
（
同
書
一
九
一
’
四
頁
）
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二
（
社
会
学
的
見
地
の
成
立
）

さ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
か
の
ア
メ
リ
カ
産
業
社
会
学
と
同
じ
対
象
領
域
を
問
題
と
す
る
社
会
学
者
の
最
初
の
試
み
は
、
ま
さ
に
尾
高

邦
雄
に
よ
る
『
職
業
社
会
学
』
（
一
九
四
一
年
）
の
な
か
で
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
同
書
の
「
職
業
社
会
学
の
問
題
」
を
あ
つ
か
う
第
二

章
の
最
後
の
節
（
第
五
節
）
は
、
「
大
都
市
の
職
業
生
活
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
か
れ
は
、
職
業
生
活
の
学
問
で
あ
る
職
業

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

社
会
学
に
と
っ
て
、
「
現
代
大
都
市
に
於
け
る
職
業
生
活
は
所
謂
資
本
主
義
的
大
経
営
内
の
職
業
生
活
と
し
て
注
目
す
べ
き
対
象
で
あ

る
」
（
同
書
四
一
二
頁
）
と
の
べ
て
こ
の
問
題
を
取
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
の
べ
ら
れ

て
い
る
。
大
経
営
内
職
業
生
活
は
、
そ
の
都
市
集
中
の
故
に
、
ま
た
家
庭
と
職
場
と
の
分
離
の
故
に
他
の
職
業
生
活
と
区
別
さ
れ
る
。
ま

、
、

た
同
時
に
、
そ
れ
は
独
自
の
非
人
間
的
秩
序
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
性
格
の
原
因
は
要
す
る
に
「
職
業

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

原
理
に
対
す
る
経
営
原
理
の
優
越
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
経
営
原
理
の
要
請
は
、
一
、
機
械
化
、
三
分

業
化
、
三
、
合
理
化
の
三
点
に
あ
る
。
こ
の
帰
結
は
、
「
客
観
面
た
る
職
業
人
の
生
活
環
境
」
に
お
い
て
は
「
何
よ
り
も
先
づ
個
性
の
没
却

…
…
人
間
の
数
量
化
」
と
い
う
点
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
「
人
的
資
源
」
化
で
あ
り
、
人
間
の
人
間
的
性
格
の
排
除
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
主
観
面
、
す
な
わ
ち
か
か
る
生
活
環
境
の
制
約
下
に
生
ず
る
生
活
態
度
は
、
一
、
要
領
本
位
、
二
、
無
責
任
、
三
、
唯
物
主

、
、
、
、

義
の
三
主
義
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
の
べ
た
う
え
で
、
「
生
活
環
境
の
側
面
」
と
い
う
も
の
か
ら
個
性
発
揮
の
困
難
を
、
「
生
活
態
度
の

、
、

側
面
」
と
い
う
も
の
か
ら
連
帯
性
の
欠
如
を
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
し
て
ひ
き
出
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
「
最
近
の
改
革
案
」
を
ナ
チ
ス
・

ド
イ
ツ
の
例
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
部
分
は
、
さ
し
あ
た
り
鼓
述
と
し
て
は
あ
ま
り
興
味
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
総
じ
て
「
職
業
社
会
学
の
問
題
」
を
扱

の
も
の
を
検
討
す
る
。

Ｉ
職
業
社
会
学
の
成
立
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す
く
な
く
と
も
両
者
は
問
題
を
な
に
と
相
関
的
に
説
く
か
と
い
う
形
式
的
方
法
に
関
し
て
か
く
異
っ
て
い
る
。
社
会
的
な
職
業
の
問
題
に

そ
れ
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
場
面
か
ら
、
個
別
的
資
本
の
工
場
内
に
お
け
る
直
接
的
権
威
関
係
の
場
面
へ
の
尾
高
の
、
方
法
的
に
予
期
さ
れ

ざ
る
移
転
は
、
わ
が
国
の
産
業
社
会
学
者
の
特
殊
な
位
置
と
そ
の
方
法
の
性
格
に
照
明
を
あ
た
え
る
一
事
例
と
し
て
、
多
く
の
問
題
を
示

唆
す
る
も
の
と
し
て
記
憶
さ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
職
業
社
会
学
と
産
業
社
会
学
と
の
系
譜
関
係
は
、
両
者
が
共
に
あ
る
意
味
で
の
産
業
・
労
働
問
題
の
研
究
で
あ
る
点
で
単

、
、

に
連
続
し
て
い
る
関
係
で
は
な
く
、
よ
り
正
確
に
規
定
す
れ
ば
両
者
の
問
題
の
内
容
的
本
質
に
お
け
る
一
致
と
、
形
式
的
方
法
に
お
け
る

、
、

相
異
と
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
両
者
の
関
係
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
関
心
を
惹
く
の
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
あ

の
「
社
会
学
的
視
点
」
の
問
題
が
あ
っ
た
。
前
文
の
規
定
と
の
関
連
に
お
い
て
、
「
視
点
」
と
は
な
に
で
あ
る
の
か
。

、
、

「
視
点
」
と
い
う
表
現
で
い
い
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
が
、
あ
る
意
味
で
の
方
法
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
最
初
か
ら
見
当
が
つ
い

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
方
法
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
単
に
形
式
と
し
て
の
そ
れ
に
尽
く
さ
れ
な
い
問
題
点
を
も
っ
て
い

る
。
「
視
点
」
の
問
題
は
正
当
に
は
い
ま
は
ま
だ
解
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
以
上
に
概
括
し
た

尾
高
の
「
職
業
社
会
学
」
第
二
章
第
五
節
が
な
ん
ら
か
の
注
意
を
ひ
く
と
寺
れ
ぱ
、
わ
が
国
に
お
け
る
産
業
社
会
学
の
先
駆
と
い
う
こ
と

．
、
、
、
、

、
、
、
、

、
、

、
．
、
、
、

は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ
が
「
経
営
原
理
」
と
「
職
業
原
理
」
と
の
矛
盾
に
対
比
し
て
職
業
人
の
「
職
業
生
活
」
を
置
く
と
い
う
、
著

作
『
職
業
社
会
学
』
の
構
想
を
そ
こ
で
す
べ
て
再
現
し
て
み
せ
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
尾
高
の
職
業
社
会
学
の
積
極
的
部
分

は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
命
題
に
端
的
に
要
約
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

前
項
に
お
い
て
予
知
し
た
よ
う
に
へ
尾
高
の
博
士
学
位
論
文
た
る
職
業
社
会
学
の
構
想
の
骨
子
は
要
す
る
に
「
経
営
原
理
」
と
「
職
業
原

淫
の
矛
盾
、
そ
れ
に
対
す
る
「
職
業
生
活
」
の
対
置
と
い
う
こ
と
に
帰
し
う
る
で
あ
る
．
第
三
の
も
の
が
、
あ
の
「
視
点
」
ｌ
こ
こ

三
（
社
会
学
的
見
地
と
は
な
に
か
Ｉ
①
）
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、
、

、
、

二
、
は
社
会
の
個
人
に
対
す
る
（
連
帯
の
）
要
求
で
あ
る
。
さ
ら
に
三
、
は
そ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
の
報
償
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ま
た
、

職
業
の
個
人
的
・
社
会
的
。
お
よ
び
経
済
的
の
三
側
面
と
よ
び
う
る
。
と
こ
ろ
で
、
職
業
は
こ
う
し
て
個
性
（
個
人
）
、
連
帯
（
社
会
）
、

、
、
、

．
Ｏ

生
計
（
経
済
）
の
三
要
素
な
い
し
側
面
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
「
こ
れ
ら
三
要
素
へ
の
関
係
が
調
和
的
で
あ
る
と
ぎ
職
業
は
そ
の
理

○
○
○

○
○

○
０
０

頓
形
態
を
得
る
．
：
…
言
換
え
れ
ば
（
こ
れ
ら
の
間
に
）
均
衡
あ
る
こ
と
が
職
業
の
完
全
態
の
条
件
」
（
二
五
頁
）
で
あ
る
。
ｌ
さ
て
こ

想
形
態
を
得
る
…
…
言
換
え
れ
ば
（
こ
れ
信

こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
問
題
の
発
端
を
え
た
。

こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
問
題
の
発
端
を
え
た
Ｃ

Ｏ
○
Ｏ

こ
れ
に
反
し
て
Ｉ
と
尾
高
は
つ
づ
け
る
ｌ
み
ぎ
の
よ
う
な
均
衡
を
欠
如
し
た
職
業
は
、
羅
業
の
欠
如
態
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

○
０
０
Ｏ

現
実
の
職
業
は
平
均
的
に
は
こ
の
欠
如
態
に
お
け
る
職
業
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
職
業
の
現
実
形
態
」
と
い
わ
れ
う

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
現
実
形
態
と
し
て
の
欠
如
態
は
、
人
（
な
い
し
一
社
会
、
な
い
し
一
時
代
）
の
職
業
観
に
お
い
て
そ
の
反
映

を
え
る
。
「
職
業
観
は
こ
れ
ら
職
業
の
欠
如
態
を
以
っ
て
そ
の
完
全
態
の
如
く
に
見
る
の
で
あ
る
。
」
（
八
職
業
学
の
成
立
ｖ
可
思
想
Ｌ
一
八

○
○
・

一
丁
三
号
通
巻
七
八
○
一
頁
）
か
く
て
、
職
業
が
事
実
で
あ
る
の
に
対
し
て
職
業
観
は
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
（
価
値
評
価
を
ふ
く
む
）
観

念
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
の
（
歪
め
ら
れ
た
）
「
反
映
」
で
あ
る
。
「
然
し
他
面
で
は
職
業
観
は
職
業
生
活
を
制
約
し
又
指
導
す
る
」
。

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
職
業
観
は
再
び
三
様
の
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
言
個
性
（
個
人
）
を
強
調
す
る
も
の
、
二
、
連
帯
（
社

会
）
を
強
調
す
る
も
の
、
三
、
生
計
（
経
済
）
を
強
調
す
る
も
の
。
あ
る
い
は
、
一
、
天
職
観
、
二
、
職
分
観
、
三
、
営
業
観
、
で
あ

る
。
（
前
掲
論
文
、
同
七
八
○
頁
）
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
即
自
的
な
観
念
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
失
う
こ
と
な
く
一
定
の
立

場
的
理
論
に
組
織
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
そ
れ
ら
は
職
業
の
科
学
的
概
念
の
規
定
を
も
制
約
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
三
つ

、
、
、

の
「
概
念
」
を
成
立
せ
し
め
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
ぱ
あ
い
に
は
、
そ
れ
ら
は
各
々
つ
ぎ
の
ご
と
く
に
な
る
。
職
業
の
一
、
技
術
的
概
念
、

二
、
道
徳
的
（
な
い
し
倫
理
的
）
概
念
、
三
、
経
済
的
概
念
の
三
つ
が
そ
れ
で
あ
る
。

で
は
、
職
業
社
会
学
に
よ
る
職
業
研
究
の
成
立
に
先
行
す
る
職
業
の
学
問
的
研
究
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。
そ
れ
ら
は
ど
の

よ
う
な
「
見
地
」
の
う
え
に
立
っ
て
い
る
か
。
こ
こ
で
彼
が
え
ら
び
出
す
の
は
つ
ぎ
の
（
も
う
一
度
）
三
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
う
た
が
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い
な
く
上
記
の
三
概
念
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
一
、
職
業
心
理
学
、
二
、
職
業
道
徳
ま
た
は
職
業
倫
理
学
、
三
、
職
業
調
査
。
従
来
の

職
業
研
究
は
、
彼
に
よ
れ
ば
以
上
の
三
つ
に
代
表
さ
れ
る
「
見
地
」
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
さ
き
の
「
職
業
観

に
制
約
さ
れ
た
」
概
念
規
定
に
対
応
す
る
と
考
え
て
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
こ
の
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
な
ら
ば
、
彼
が
そ
の

各
々
に
ど
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
自
己
の
主
張
を
暗
示
し
よ
う
と
す
る
か
は
も
は
や
い
わ
ず
と
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
論

点
を
要
約
し
て
い
え
ば
、
技
術
的
見
地
す
な
わ
ち
職
業
心
理
学
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
最
も
よ
く
整
っ
た
学
問
で
あ
る
が
、
そ
の
拠
る

見
地
は
、
個
人
の
能
力
発
揮
の
た
め
に
は
い
か
な
る
職
業
が
そ
の
個
人
に
適
当
で
あ
る
か
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し

キ
ヤ
パ
ン
テ
イ

適
職
は
、
個
人
の
能
力
に
よ
っ
て
の
み
決
定
し
う
る
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
社
会
の
能
力
（
適
職
の
え
ら
れ
る
機
会
が
あ

、
、

る
か
ど
う
か
）
が
問
題
で
あ
る
の
が
現
在
の
実
情
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
個
人
的
見
地
に
傾
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
経
済

、
、
、
、
ゞ

的
見
地
す
な
わ
ち
職
業
調
査
は
、
あ
る
意
味
で
社
会
の
能
力
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
職
業
研
究
に
重
要
な
手
段
を
提
供
す
る
も
の
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
れ
が
そ
の
問
題
を
と
ら
え
る
の
は
た
だ
「
営
利
の
原
則
」
に
還
元
さ
れ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て

、
、

こ
れ
は
職
業
の
質
的
問
題
を
人
口
の
量
に
解
消
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
営
業
の
見
地
に
傾
い
て
い
る
。
最
後
に
倫
理
的
見
地
す

な
わ
ち
職
業
道
徳
は
、
社
会
の
問
題
を
た
し
か
に
質
的
な
問
題
と
し
て
提
起
す
る
。
こ
の
点
で
そ
れ
は
職
業
社
会
学
の
一
モ
メ
ン
ト
た
り
う

る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
帰
す
る
と
こ
ろ
「
当
為
」
に
関
す
る
規
範
学
で
あ
っ
て
、
現
実
の
職
業
研
究
に
も
と
ず
く

、
、
一

学
問
と
し
て
の
資
格
に
欠
け
る
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
連
帯
の
見
地
に
傾
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
全
く
必
然
的
に
、
わ
れ
わ
れ
は

職
業
社
会
学
の
見
地
、
あ
る
い
は
職
業
研
究
の
「
社
会
学
的
見
地
」
へ
と
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
（
以
上
四
五
’
二
一
貢
参
照
）

か
く
し
て
え
ら
れ
た
社
会
学
的
見
地
ま
た
は
視
点
は
、
前
記
の
三
見
地
が
い
ず
れ
も
部
分
的
見
地
で
あ
る
の
に
対
し
て
全
体
的
見
地
で

０
０
０

０
○
○

あ
る
。
こ
れ
ら
が
職
業
の
．
面
観
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
職
業
の
全
面
観
で
あ
る
。
と
い
う
所
由
は
、
か
の
三
要
素
な
い
し
二
一
側
面

か
ら
な
る
職
業
を
「
そ
の
三
要
素
の
何
れ
を
も
生
か
し
て
捉
え
る
こ
と
…
…
．
：
職
業
な
る
統
一
態
を
ば
飽
く
ま
で
も
統
一
態
と
し
て
捉
え

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
こ
と
」
（
一
二
九
頁
）
に
あ
る
。
「
こ
の
全
面
観
の
下
に
於
け
る
職
業
を
特
徴
づ
け
る
為
に
我
々
は
こ
れ
を
便
宜
上
『
職
業
生
活
』
と
よ
び

、
、
、
、
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０
０

．
０

つ
の
欠
如
態
）
の
中
で
現
代
の
職
業
生
活
に
お
け
る
職
業
形
態
に
当
る
も
の
は
、
…
…
営
業
で
あ
る
。
営
業
と
い
う
の
は
こ
こ
で
は
営
利

的
職
業
の
意
味
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
Ａ
職
業
学
の
成
立
ｖ
同
七
七
五
頁
）
ま
た
、
「
兎
も
角
も
今
日
一
般
に
見
出
さ
れ
る
職
業
で
は
連
帯
及
び

◎
０
０

、
、
、
、

個
性
へ
の
関
係
は
生
計
へ
の
関
係
の
背
後
に
見
失
わ
れ
勝
ち
で
あ
る
。
…
…
「
然
も
そ
れ
は
個
々
人
の
自
由
意
志
で
そ
う
さ
れ
る
の
で
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
い
。
…
…
即
ち
こ
の
現
象
は
心
理
現
象
で
は
な
く
社
会
現
象
で
あ
る
。
」
（
同
論
文
同
七
七
六
頁
）

さ
ら
に
ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
・
Ｉ
「
か
か
る
事
態
（
個
性
と
連
帯
の
二
重
の
欠
如
）
は
屡
々
悪
業
危
機
』
と
言
は
れ
る
．
然
し
そ

れ
が
営
業
の
危
機
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
営
業
は
今
日
む
し
ろ
『
繁
栄
』
の
状
態
に
あ
る
。
一
方
ま
た
『
就
職
難
』
の
増
大
と

０
Ｏ

か
『
失
業
』
や
『
転
職
』
の
激
化
と
か
い
う
こ
と
も
所
謂
『
危
機
』
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ド
ゥ
ン
ク
マ
ン
（
宍
．
己
巨
罠
白
目
自
）
や

フ
ラ
イ
ヤ
ー
（
国
．
甸
円
の
冒
閏
）
は
好
ん
で
職
業
危
機
を
指
摘
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
と
は
思
は
れ
な

０
０

０
０
０

い
。
」
：
：
：
「
職
業
危
機
は
む
し
ろ
一
方
で
は
職
分
実
現
の
一
般
的
低
調
を
、
他
方
で
は
天
職
実
現
の
一
般
的
困
難
を
、
意
味
す
る
」
・

０
Ｏ

○
０
０

、
、
。

、
、

（
同
論
文
同
七
七
六
’
七
頁
）
職
業
危
機
を
と
く
も
の
に
と
っ
て
、
「
危
機
」
と
は
実
は
営
業
の
一
般
的
繁
栄
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
繁
栄
の
結
果
、
職
業
人
は
利
己
的
で
「
社
会
奉
仕
」
の
念
を
欠
き
、
職
業
生
活
の
自
由
は
、
そ
の
「
無
政
府
状
態
」
に
変
質
し
て
い

る
。
ま
た
他
方
で
は
こ
の
繁
栄
は
、
経
営
原
理
（
二
を
参
照
）
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
職
業
人
は
生
産
工
程
の
無
意

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

味
な
一
小
部
分
を
形
成
す
る
「
人
間
機
械
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
分
業
は
経
営
内
の
「
抽
象
的
」
分
業
に
終
始
す
る
、
と
。
か

く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
さ
き
の
「
大
都
市
に
お
け
る
職
業
生
活
」
の
論
占
だ
立
か
え
っ
た
。

も
は
や
こ
れ
で
充
分
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
「
社
会
学
的
見
地
」
に
つ
い
て
も
う
ひ
と
つ
の
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
表
現
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
さ
ぎ
の
第
二
の
見
地
（
観
・
要
素
）
は
、
彼
に
そ
の
否
定
的
な
側
面
を
示
し
た
か

ぎ
り
の
資
本
主
義
社
会
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
、
社
会
学
的
見
地
は
ま
ず
こ
、
ｊ
を
克
服
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人

と
社
会
、
個
性
と
連
帯
の
双
方
を
、
歴
史
的
に
規
定
し
つ
つ
そ
れ
ら
に
唯
一
の
現
実
形
態
を
課
す
る
も
の
と
し
て
資
本
主
義
を
定
置
す
る

、
、
、
、

の
で
な
い
尾
高
の
「
見
地
」
な
い
し
「
視
点
」
は
、
い
わ
ば
反
資
本
主
義
的
で
は
あ
っ
て
も
、
反
資
本
主
義
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

、
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彼
は
、
こ
の
よ
う
な
把
握
を
自
己
の
方
法
の
土
台
に
置
こ
う
と
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
生
計
・
営
利
・
営
業

な
ど
の
彼
の
用
語
の
な
ん
と
無
雑
作
な
こ
と
か
。
け
だ
し
、
営
利
・
営
業
は
範
嶬
と
し
て
の
商
品
所
有
者
に
ふ
さ
わ
し
い
の
に
対
し
て
、

、
、

生
計
は
範
嶬
と
し
て
の
賃
労
働
に
こ
そ
よ
り
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
し
て
、
彼
の
事
実
に
お
い
て
取
扱
っ
て
い
る
も
の
が
現
代
資
本
主
義
の
問

題
で
あ
る
か
ぎ
り
、
彼
の
問
題
は
賃
労
働
者
の
問
題
を
核
心
と
し
て
こ
そ
正
し
く
理
論
化
し
う
る
だ
ろ
う
か
ら
。

こ
れ
に
対
し
て
、
止
揚
さ
る
べ
き
他
の
一
弓
は
、
こ
の
項
で
は
従
の
位
置
に
お
か
れ
た
。
尾
高
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
見
地
は
「
職
業
分

化
の
『
無
政
府
状
態
』
を
歎
じ
て
連
帯
実
現
の
為
の
統
制
を
主
張
す
る
立
場
」
、
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
第
三
の
見
地
は
「
職
業

の
事
実
上
の
自
由
な
ぎ
を
歎
じ
て
個
性
発
揮
の
為
に
こ
の
自
由
の
付
与
を
強
調
す
る
立
場
」
（
同
論
文
同
七
七
七
頁
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
さ
し
あ
た
り
一
応
の
べ
て
お
け
ば
、
前
者
は
「
有
機
的
連
帯
観
」
Ｉ
よ
り
具
体
的
に
は
日
本
お
よ
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
時

期
の
国
家
政
策
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
、
直
接
的
に
は
職
業
心
理
学
へ
の
批
判
に
関
わ
る
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
自
由
主
義
擁
護

論
へ
の
批
判
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

尾
高
の
こ
れ
ら
両
「
見
地
」
に
対
す
る
関
係
は
再
び
極
め
て
微
妙
で
あ
る
。
形
式
的
に
は
、
前
者
の
重
視
、
だ
が
心
情
的
に
は
彼
は
ま

だ
多
分
に
後
者
に
傾
い
て
い
た
。
だ
が
こ
の
事
実
は
Ⅱ
に
お
い
て
検
討
し
よ
う
。

さ
て
、
以
上
に
お
い
て
社
会
学
的
視
点
が
、
反
資
本
主
義
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
は
現
代
資
本
主
義
の
否
定
面
の
消
去
と
い
う
発
想

を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
が
こ
の
期
待
を
か
け
う
る
と
考
え
た
「
職
業
生
活
」
と
は
な
に
か
。
以

上
の
ほ
か
に
第
三
、
い
や
第
四
の
道
が
は
た
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
全
体
主
義
的
国
家
観
の
ご
と
き

も
の
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
こ
れ
に
対
し
て
も
や
や
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
し
た
。
そ
れ

、
、
、
、
、
、

が
心
情
と
し
て
の
批
判
で
あ
る
か
ぎ
り
、
も
ち
ろ
ん
「
職
業
生
活
」
が
こ
れ
と
結
合
し
な
い
保
証
は
な
い
・
だ
が
、
そ
れ
は
、
直
ち
に
こ

れ
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
日
常
的
、
自
然
発
生
的
生
活
の
現
実
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
（
未
完
）




