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大
学
で
進
め
ら
れ
て
い
る
様
々
な
学
問
は
、
従
来
か
ら
人
文
科

学
・
社
会
科
学
、
自
然
科
学
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
一
橋
大
学
は
、
そ
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
社
会
科
学
を

中
心
と
し
た
専
門
教
育
を
行
う
大
学
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
本
学

も
そ
れ
を
標
梼
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
大
学
教
育
に
お
い
て
は
、
専
門
教
育
の
他
に
、
教
養
教

育
と
呼
ば
れ
る
枠
組
み
が
存
在
し
、
皆
さ
ん
は
、
自
分
が
専
攻
し

た
い
と
考
え
た
専
門
分
野
（
す
な
わ
ち
社
会
科
学
）
の
他
に
、
人

文
科
学
や
自
然
科
学
に
属
す
る
学
問
に
も
接
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
何
故
、
専
門
以
外
の
学
問
も
学
ぶ
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
か
と

言
え
ぱ
、
そ
れ
が
い
ず
れ
も
人
類
の
産
み
出
し
た
英
知
の
産
物
で

あ
り
一
そ
の
一
部
な
り
と
も
知
る
こ
と
は
「
知
の
殿
堂
」
と
さ
れ

て
き
た
大
学
で
学
ぶ
人
問
に
と
っ
て
、
最
低
限
の
義
務
と
考
え
ら

れ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
自
分
の
専
攻
分
野
以
外
の
学
問
と
そ
の

体
系
に
触
れ
る
こ
と
で
、
自
分
が
学
ぷ
学
間
の
位
置
づ
け
が
よ
り

良
く
理
解
で
き
る
こ
と
、
な
ど
に
よ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
最
近
の
大
学
批
判
や
、
大
学
改
革
で
は
、
役
に
立

つ
学
問
や
役
に
立
つ
大
学
教
育
と
い
う
視
点
が
強
く
な
っ
て
い
ま

棚



（133）　自然科学への招待一サイエンスミニマム

す
。
そ
の
こ
と
が
全
て
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

や
は
り
学
間
と
い
う
の
は
、
学
ん
だ
結
果
を
何
か
の
役
に
立
て
る

た
め
に
行
う
と
い
う
よ
り
は
、
「
知
的
喜
び
」
を
得
る
と
い
う
ニ

ュ
ア
ン
ス
が
強
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
で
は
、
自
然
科
学
と
い
う
学
問
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
自
然
科

学
は
、
そ
の
応
用
形
で
あ
る
技
術
が
も
た
ら
し
た
社
会
生
活
の
極

端
な
変
化
か
ら
考
え
る
と
、
役
に
立
つ
要
素
が
強
い
も
の
の
、
訳

の
分
か
ら
な
い
理
論
や
数
式
を
振
り
回
す
の
で
、
私
た
ち
人
閲
が

本
来
持
っ
て
い
る
も
の
（
感
情
の
よ
う
に
感
覚
的
に
理
解
で
き
る

も
の
）
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
受
け
止
め
方
を
す
る
人
が
多
い

よ
う
に
恩
い
ま
す
。
し
か
し
、
も
と
は
人
問
も
合
め
た
自
然
界
の

存
在
原
理
を
理
解
し
た
い
と
い
う
、
人
問
の
知
的
欲
求
が
産
み
出

し
た
文
化
の
産
物
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
で
は
、
自
然
科
学

は
文
学
や
芸
術
と
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
一
橋
大
学
の
理
科
教
育
担
当
教
官
は
、
こ
の
自
然
科
学
の
楽
し

み
の
一
端
な
り
と
も
学
生
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
こ
と
で
、
様
々
な
講
義
や
ゼ
ミ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

も
、
主
に
一
、
二
年
生
を
対
象
に
開
講
し
て
い
る
「
サ
イ
エ
ン

ス
．
、
・
・
ニ
マ
ム
」
は
、
自
然
科
学
と
呼
ぱ
れ
て
い
る
学
問
分
野
の

エ
ッ
セ
ン
ス
を
、
五
人
の
教
官
が
解
説
す
る
も
の
で
す
。
こ
の

「
学
問
へ
の
招
待
、
自
然
科
学
編
」
で
も
、
私
た
ち
五
人
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
（
物
理
学
、
情
報
科
学
、
物
質
科
学
、
環
境

科
学
、
生
命
科
学
）
へ
の
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
を
勤
め
た
い
と
思
い
ま

す
。
も
し
、
自
然
科
学
に
興
味
が
持
て
る
な
ら
ぱ
、
こ
の
稿
や

「
サ
イ
エ
ン
ス
ニ
・
二
一
マ
ム
」
を
、
皆
さ
ん
の
勉
強
の
入
り
口
に

し
て
下
さ
い
。

物
理
学
へ
の
招
待

上
田
　
望

　
こ
の
大
学
に
来
て
一
〇
年
、
物
理
の
講
義
を
す
る
際
に
学
生
に

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
物
理
の
講
義
だ
と
思
っ
て
い
た

ら
化
学
で
習
っ
た
こ
と
を
話
し
た
」
、
「
先
生
、
天
体
の
こ
と
は
高

校
の
地
学
で
習
っ
た
、
ど
う
し
て
物
理
の
授
業
で
話
す
の
で
す

か
」
、
「
物
理
の
講
義
で
日
本
史
？
」
。
前
の
言
は
原
子
の
構
造
と

元
素
に
つ
い
て
話
し
た
と
き
の
反
応
。
次
の
言
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
カ

学
の
成
功
例
と
し
て
、
簡
明
な
力
学
の
法
則
か
ら
出
発
し
て
、
厳

密
な
数
学
的
手
続
き
に
よ
り
惑
星
に
関
す
る
ケ
プ
ラ
ー
の
三
法
則

が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
と
き
の
反
応
。
最
後
の
言
は
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
「
地
動
説
」
を
出
版
し
た
の
は
、
目
本
に
鉄
砲

が
伝
来
し
た
年
と
同
じ
年
、
一
五
四
三
年
、
織
田
信
長
九
歳
の
と
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き
だ
よ
、
と
話
し
た
と
き
の
反
応
で
あ
る
。
自
然
を
な
が
め
る
際

に
少
な
か
ら
ぬ
学
生
が
高
校
の
理
科
、
大
学
の
受
験
科
目
の
物
理
、

化
学
、
生
物
、
地
学
の
四
分
類
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
ま

た
、
科
学
者
の
営
み
を
歴
史
的
、
社
会
的
な
条
件
か
ら
切
り
離
し

て
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　
ち
ょ
っ
と
大
き
な
本
屋
の
理
工
系
書
籍
の
コ
ー
ナ
ー
で
、
物
理

と
い
う
語
の
つ
く
本
を
探
し
て
み
て
ほ
し
い
。
す
ぐ
に
宇
宙
物
理

学
、
天
体
物
理
学
、
生
物
物
理
学
、
地
球
物
理
学
、
素
粒
子
物
理

学
、
統
計
物
理
学
、
カ
オ
ス
の
物
理
学
、
固
体
物
理
学
、
古
典
物

理
学
、
量
子
物
理
学
な
ど
の
書
名
が
み
つ
か
る
だ
ろ
う
。
最
後
の

二
つ
古
典
物
理
学
・
量
子
物
理
学
以
外
は
物
理
学
の
前
に
つ
い
て

い
る
語
は
研
究
の
対
象
を
示
す
も
の
ら
し
い
と
想
像
で
き
る
だ
ろ

う
。
物
理
学
の
対
象
は
極
徴
小
の
素
粒
子
か
ら
、
地
球
、
宇
宙
な

ど
の
巨
大
な
も
の
に
ま
で
わ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
数
個
の
要
素

か
ら
な
る
単
純
な
も
の
か
ら
無
数
の
要
素
か
ら
な
る
複
雑
な
も
の

に
、
原
因
・
結
果
の
関
係
が
決
定
的
な
も
の
か
ら
不
確
定
な
も
の
、

無
機
物
か
ら
生
命
に
ま
で
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
物
理
学
と
名
の
つ
く
学
問
に
共
通
な
も
の
は
何
だ
ろ

う
か
。
だ
れ
で
も
考
え
つ
く
の
は
、
方
法
が
数
理
解
析
的
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。
数
学
的
・
定
量
的
に
と
り
あ
つ
か
え
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
対
象
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
、
理
論
化
す
る
。
こ
れ
は
、
抽

象
化
、
理
想
化
、
モ
デ
ル
化
、
単
純
化
、
近
似
な
ど
と
も
よ
ぱ
れ

る
。
理
論
に
も
と
づ
い
て
計
算
し
た
結
果
が
実
験
・
観
測
事
実
を

う
ま
く
説
明
で
き
れ
ぱ
、
描
い
た
イ
メ
ー
ジ
、
理
論
、
計
算
は
正

し
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
実
験
・
観
測
の
精
度
が
あ
が
っ
て
理
論
と

の
不
一
致
が
現
れ
た
り
、
新
た
な
発
見
が
な
さ
れ
れ
ぱ
、
理
論
を

精
密
化
す
る
、
あ
な
い
は
新
た
な
理
論
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
理
論
と
実
験
が
相
互
に
助
け
合
う
て
自
然
の
認
識
を

高
め
て
い
く
の
が
、
自
然
科
学
の
一
般
的
な
プ
ロ
セ
ス
だ
が
、
物

理
学
で
は
特
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。
物
理
学
の
講
義
で
は
知
識

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
方
法
論
・
過
程
ど
学
ん
で
ほ
し
い
。

　
一
橋
大
学
で
は
物
理
学
関
連
の
講
義
と
し
て
、
一
．
二
年
生
向

け
に
サ
イ
エ
ン
ス
・
ミ
ニ
マ
ム
、
物
理
学
基
礎
、
現
代
物
理
学
、

三
・
四
年
生
向
け
に
物
理
科
学
が
開
講
さ
れ
て
い
る
。
サ
イ
エ
ン

ス
・
ミ
ニ
マ
ム
で
は
自
然
科
学
全
般
の
基
礎
知
識
を
学
ぶ
。
物
理

学
基
礎
で
は
古
典
物
理
学
を
概
説
す
る
。
古
典
物
理
学
と
い
っ
て

も
、
紫
式
部
や
兼
好
法
師
が
書
き
残
し
た
物
理
学
で
は
な
い
。
ニ

ュ
ー
ト
ン
が
創
始
し
た
力
学
、
フ
ァ
ラ
デ
ィ
や
マ
ク
ス
ウ
エ
ル
ら

に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
電
磁
気
学
、
カ
ル
ノ
ー
、
ケ
ル
ビ
ン
、

ボ
ル
ツ
マ
ン
ら
に
よ
づ
て
つ
く
ら
れ
た
熱
力
学
・
統
計
物
理
学
な
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．
ど
、
十
九
世
紀
末
ま
で
に
骨
格
の
完
成
さ
れ
た
雄
大
な
物
理
学
体

系
で
あ
る
。
建
築
・
土
木
、
鉄
遺
・
自
動
車
か
ら
飛
行
機
・
ロ
ケ

ッ
ト
、
電
力
．
水
道
な
ど
現
代
の
生
活
を
さ
さ
え
る
技
術
の
大
部

分
は
古
典
の
語
の
つ
く
物
理
学
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
古
典
物

理
学
の
導
い
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
現

代
科
学
の
基
本
概
念
で
あ
る
。
誰
で
も
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。

　
現
代
物
理
学
の
講
義
で
は
相
対
性
理
論
、
量
子
力
学
を
紹
介
す

る
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
創
始
し
た
相
対
性
理
論
は
、
時
問
と

空
問
は
相
互
に
独
立
な
も
の
と
い
う
常
識
を
く
つ
が
え
し
た
。
ま

た
、
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
相
互
に
転
化
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
こ
と
か
ら
核
兵
器
、
原
子
力
発
電
へ
の
道
を
開
い
た
。
量
子

物
理
学
は
、
、
、
ク
ロ
の
世
界
で
は
古
典
物
理
学
の
い
う
原
因
と
結
果

の
関
係
の
一
意
性
は
成
立
せ
ず
確
率
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

し
た
。
ま
た
、
現
代
の
生
活
を
豊
か
に
し
て
い
る
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ

ク
ス
の
理
論
的
基
盤
は
量
子
物
理
学
に
あ
る
。

　
物
理
科
学
で
は
物
理
学
と
科
学
技
術
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
講

義
し
て
い
る
。
現
代
の
生
活
に
深
く
入
い
り
込
ん
で
い
る
科
学
技

術
、
ち
ょ
っ
と
身
の
ま
わ
り
を
見
わ
た
し
て
も
、
テ
レ
ビ
、
C
D
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
携
帯
電
話
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
エ
レ
ク
ト

ロ
ニ
ク
ス
、
生
活
に
不
可
欠
な
電
カ
、
そ
の
三
分
の
一
を
ま
か
な

う
原
子
力
発
電
等
々
、
現
代
の
科
学
技
術
の
根
底
に
あ
る
物
理
学

の
重
要
さ
は
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
原

理
、
そ
れ
ら
が
発
見
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
、
時
代
背

景
、
人
問
ド
ラ
マ
を
こ
の
講
義
で
知
っ
て
ほ
し
い
。

　
文
科
系
大
学
生
に
物
理
学
を
教
え
る
目
的
・
内
容
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
理
学
部
や
工
学
部
の
学
生
の
そ
れ
と
は
ち
が
う
。
理
学

部
．
工
学
部
の
学
生
に
と
っ
て
の
物
理
学
は
職
業
上
の
能
力
の
基

礎
と
な
る
。
そ
れ
で
は
文
科
系
の
学
生
に
と
っ
て
の
物
理
学
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
一
口
同
校
ま
で
の
物
理
学
は
常
に
大
学
受
験
を
念
頭
に

置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
数
学
的
基
礎
が
弱
い
の
で
問
題
を

解
決
す
る
過
程
を
知
ら
な
い
ま
ま
結
果
を
丸
暗
記
、
受
験
の
た
め

に
類
型
的
問
題
の
解
法
を
お
ぼ
え
る
、
こ
れ
で
は
物
理
学
の
お
も

し
ろ
さ
は
わ
か
ら
な
い
。
現
在
て
の
大
学
で
の
物
理
学
関
連
の
講

義
は
、
一
ゼ
メ
ス
タ
ー
、
十
五
回
、
二
単
位
で
、
深
く
つ
う
こ
ん

だ
講
義
は
な
か
な
か
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
き
づ
か
け
と
し
て
、

大
学
受
験
か
ら
解
き
離
れ
た
今
、
物
理
学
を
大
い
に
楽
し
ん
で
ほ

し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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二
　
情
報
科
学
へ
の
招
待

中
嶋
浩
一

物
理
学
や
生
物
学
な
ど
と
な
ら
ん
で
「
情
報
科
学
」
と
い
う
科

目
が
、
い
よ
い
よ
高
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
登
場
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
現
状
で
は
ま
だ
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ

は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
く
ま
た
流
動
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

さ
し
あ
た
り
は
「
バ
ソ
コ
ン
の
原
理
や
そ
の
使
い
方
」
を
申
心
と

し
、
少
し
進
ん
で
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
な
ど
を
扱
う
、
と
い
う

内
容
に
な
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
大
学
に
お
け
る
情
報
科
学
教
育
は
、
や
は
り
ま
ず
、
パ
ソ
コ
ン

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
い
方
の
学
習
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
の
よ
う
な
「
リ
テ
ラ
シ

ー
」
教
育
で
す
。
卒
業
後
の
ピ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
は
も
ち
ろ
ん
、

大
学
生
活
に
お
い
て
も
、
「
ワ
ー
プ
ロ
で
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
」
、

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
授
業
や
レ
ポ
ー
ト
の
情
報
を
収
集
す
る
」
、

「
教
官
や
友
人
と
電
子
メ
ー
ル
で
情
報
を
交
換
す
る
」
、
「
表
計
算

ソ
フ
ト
で
デ
ー
タ
を
集
計
す
る
」
、
な
ど
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

そ
こ
で
一
橋
大
学
で
も
、
こ
れ
ら
の
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
充
実
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
現
状
で
は
ま
だ
、
高
校
で
こ
れ
ら
を
ほ

と
ん
ど
実
習
し
て
来
な
か
っ
た
新
入
学
生
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ

の
よ
う
な
人
々
は
、
早
め
に
こ
れ
ら
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
講
義
を
受

講
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
最
近
で
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー

教
育
に
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ
ト
時
代
の
モ
ラ
ル
」
と
い
う
よ
う
な
社

会
的
な
教
育
内
容
を
含
め
る
こ
と
の
必
要
性
が
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
社
会
科
学
の
総
合
大
学
と
し
て
の
一
橋

大
学
の
専
門
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
で
も
あ
り
、
本
学
と
し
て
λ
こ

の
よ
う
な
教
育
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
単
な
る
「
リ
テ
ラ
シ
ー

教
育
」
で
あ
っ
て
、
人
々
の
知
的
好
奇
心
の
探
求
と
し
て
の
自
然

科
学
の
考
究
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
こ

れ
か
ら
は
、
改
ま
っ
た
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
と
は
せ
ず
、
た
と
え
ば

語
学
教
育
の
よ
う
な
通
常
の
講
義
科
目
の
学
習
に
際
し
、
自
然
な

か
た
ち
で
バ
ソ
コ
ン
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
ゆ
く
、
と

い
う
方
向
に
進
む
べ
き
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
数
学
を
合
め
た

自
然
科
学
に
お
い
て
は
、
実
は
も
っ
と
別
な
意
味
で
の
情
報
科
学

の
世
界
が
開
か
れ
て
お
り
、
皆
さ
ん
に
は
こ
ち
ら
の
方
面
へ
の
関

心
を
持
つ
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
数
学
で

は
、
「
情
報
」
そ
の
も
の
を
抽
象
化
し
た
数
学
的
な
取
り
扱
い
、

あ
る
い
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
持
つ
数
学
的
な
意

296



（137）　自然科学ぺの招待一サイエンスミニマム

味
、
な
ど
が
研
究
テ
ー
マ
で
あ
り
、
ま
た
実
社
会
へ
の
応
用
例
と

し
て
「
暗
号
予
法
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
（
詳
し
く
は
、
数
学
関

連
の
記
事
を
参
照
）
。
こ
れ
に
対
し
理
科
と
し
て
の
情
報
科
学
は
・

ま
だ
、
物
理
学
や
生
物
学
や
環
境
科
学
な
ど
の
よ
う
な
確
立
さ
れ

た
内
容
を
持
つ
に
至
う
て
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
ま
す
。
し
い
て
言

え
ぱ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
通
信
の
「
技
術
的
な
面
」
の
考
究
が
、

こ
こ
当
面
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、

コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
の
心
臓
部
で
あ
る
「
半
導
体
」
と
は
ど
ん
な
も
の

か
、
ま
た
そ
れ
を
動
か
す
「
電
子
回
路
」
の
理
論
、
「
液
晶
」
と

は
何
か
、
「
高
速
デ
ー
タ
通
信
」
の
た
め
に
ど
ん
な
技
術
が
あ
る

か
、
な
ど
。
ち
よ
う
ど
、
地
球
科
学
が
、
地
球
の
い
ろ
い
ろ
な
部

分
の
現
象
を
勉
強
し
た
上
で
地
球
の
「
し
く
み
」
を
総
合
的
に
理

解
山
よ
う
と
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
我
々
も
こ
れ
ら
の
各
技
術

に
つ
い
て
詳
し
く
勉
強
し
た
上
で
現
代
の
情
報
世
界
の
「
し
く

み
」
を
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
ら
は

ま
た
、
「
電
子
立
国
」
な
ど
と
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
天
然
資

源
の
少
な
い
日
本
が
豊
か
に
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
必
要
不
可
欠
な

知
識
で
も
あ
る
わ
け
で
、
日
本
人
で
あ
る
以
上
、
理
科
系
・
文
科

系
を
問
わ
ず
ぜ
ひ
勉
強
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
（
も
っ
と
も
私
自
身
は
あ
ま
り
「
日
本
」
と
い
う
こ
と

に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
の
で
す
が
）
。

　
実
は
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
理
科
と
し
て
の
情
報
科

学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
・
実
行
し
て
み
た
の
で
す
が
、
こ
こ

数
年
の
傾
向
で
は
、
あ
ま
り
積
極
的
な
学
生
の
取
り
組
み
を
引
き

出
す
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
「
こ
ん
な

こ
と
は
知
ら
な
く
て
も
パ
ソ
コ
ン
は
使
え
る
」
と
い
う
意
見
が
圧

倒
的
に
多
か
っ
た
よ
う
で
し
た
。
や
は
り
「
実
用
」
、
「
リ
テ
ラ
シ

ー
」
の
方
面
に
学
問
の
効
用
を
見
い
出
す
人
が
多
い
よ
う
で
、
筆

者
と
し
て
は
残
念
で
し
た
。
た
だ
も
う
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
・

人
々
が
知
識
を
共
通
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
（
こ
れ
さ
え

学
ん
で
お
け
ぱ
話
が
通
じ
る
と
い
う
よ
う
な
）
「
標
準
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
」
が
確
立
し
て
い
な
い
、
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
こ
と
も
確

か
で
す
（
地
学
や
化
学
な
ど
は
、
ど
の
参
考
書
を
見
て
も
ほ
ぼ
同

一
の
知
識
体
系
と
な
っ
て
い
ま
す
ね
）
。
ま
た
標
準
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
作
成
し
よ
う
と
し
て
も
、
技
術
の
進
歩
が
速
く
て
す
ぐ
に
内

容
を
改
定
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
く
な
る
、
と
い
う
の
も
確
か
で
し

ょ
う
。
標
準
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
趣
旨
と
は
必

ず
し
も
一
致
し
な
い
の
で
す
が
、
通
産
省
主
導
の
「
情
報
処
理
技

術
者
試
験
」
の
た
め
の
標
準
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
名
の
通
り
、
現
場
で
働
く
情
報
技
術
者
の
た
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め
の
基
礎
知
識
を
目
的
と
し
て
お
り
、
情
報
世
界
の
「
し
く
み
」

を
理
解
し
よ
う
と
い
う
と
す
る
我
々
の
目
的
と
は
い
ろ
い
ろ
な
点

で
異
な
う
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
現
状
で
は
ほ
か
に
類
似

の
も
の
が
見
当
た
ら
ず
、
こ
の
情
報
処
理
技
術
者
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

．
ム
か
ら
取
捨
選
択
あ
る
い
は
変
更
追
加
し
つ
つ
、
我
々
の
た
め
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ち
ょ
う
ど
（
科
学
と
社
会
の
関
係
を
論
ず
る
）
科
学
社
会
学
と

い
う
分
野
が
あ
る
よ
う
に
、
情
報
科
学
と
社
会
の
関
連
を
論
ず
る

仮
称
「
情
報
社
会
学
」
と
い
う
の
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
分
野
は
、
冒
頭
に
も
あ
っ
た
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
時
代
の
モ
ラ
ル
」
な
ど
と
い
う
テ
ー
マ
を
も
合
め
て
、
か
な
り

明
確
に
研
究
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
た
と
え
ぱ
「
電
子
マ
ネ
ー
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
安
全
性
）
」

の
問
題
、
「
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
」

の
問
題
、
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
デ
ー
タ
の
コ
ピ
ー
と
著
作
権
」
の
問

題
、
「
ソ
フ
ト
開
発
と
労
働
形
態
」
の
問
題
、
「
メ
デ
ィ
ア
の
デ
ジ

タ
ル
化
」
の
問
題
、
等
々
。
や
や
「
理
科
」
と
い
う
分
野
を
逸
脱

す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
科
目
も
、

筆
者
の
暗
中
模
索
の
試
み
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
す
が
に

　
一
橋
大
学
で
は
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
ヘ
の
学
生
の
関
心
は
か
な
り

高
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
ま
す
。
た
だ
私
の
考
え
方
は
、
あ
く
ま

で
も
、
社
会
へ
の
影
響
と
い
う
具
体
的
な
問
題
点
を
ふ
ま
え
た
上

で
の
、
そ
の
も
と
に
な
る
技
術
の
検
討
、
と
い
う
点
に
一
一
だ
わ
る

わ
け
で
す
。

　
い
ず
れ
の
科
目
も
ぎ
だ
試
行
錯
誤
の
中
に
あ
る
と
一
一
ろ
で
す
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
は
二
十
一
世
紀
に
活
躍
す
る
皆
さ
ん
が
、

広
い
視
野
の
も
と
に
白
分
た
ち
自
身
で
形
作
っ
て
行
く
科
目
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
常
に
広
い
視
野
を
持
つ
こ
と
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）

三
　
物
質
科
学
へ
の
招
待

矢
野
敬
幸

　
物
質
と
い
う
言
葉
は
突
き
詰
め
よ
う
と
す
る
と
な
か
な
か
難
し

い
。
こ
の
世
の
中
の
全
て
の
も
の
が
物
質
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

実
際
、
宇
宙
の
構
造
が
階
層
構
造
を
と
っ
て
い
る
た
め
に
、
ピ
ン

の
階
層
か
ら
キ
リ
の
階
層
ま
で
（
ピ
ン
と
キ
リ
が
あ
る
こ
と
さ
え
、

実
は
よ
く
分
か
り
て
い
な
い
）
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層

に
固
有
の
様
々
な
物
質
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
制
限
無
し
に
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「
物
質
科
学
」
と
い
え
ば
、
全
宇
宙
の
科
学
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

ほ
と
ん
ど
神
の
業
に
な
う
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
い
う

物
質
と
は
、
わ
れ
わ
れ
人
問
が
感
覚
す
る
こ
と
の
で
き
る
階
層
に

存
在
す
る
も
の
と
い
う
制
限
を
と
り
あ
え
ず
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
の
色
や
形
を
目
に
し
、
手
に
触
れ
て
そ
の
硬
さ
や
強
さ
を
確
か

め
、
そ
の
香
り
や
味
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
存
在
が
こ
こ

で
い
う
物
質
で
あ
る
。

　
物
質
は
実
に
様
々
な
性
質
を
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
力
学
に

関
係
し
た
性
質
や
電
気
、
磁
気
、
そ
し
て
光
学
的
性
質
や
熱
的
性

質
さ
ら
に
は
化
学
的
性
質
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
性

質
自
体
を
研
究
し
、
そ
の
法
則
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
分
野
は
、

す
で
に
確
固
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。
力
学
、
電
磁
気
学
、
光

学
、
熱
力
学
、
化
学
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
に
も
か
・
か
わ
ら
ず
、
何

故
に
こ
の
よ
う
な
個
別
科
学
名
を
標
梼
せ
ず
に
、
陵
味
に
「
物
質

科
学
」
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
述
べ
て
み
た
い
。

　
自
然
科
学
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
。
自
然
界
に

起
こ
る
様
々
な
現
象
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
達
は
神
様
抜
き

で
初
め
て
合
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以

来
、
た
う
た
の
二
千
数
百
年
の
間
に
人
類
は
科
学
を
大
き
く
発
展

さ
せ
た
。
そ
の
方
法
的
基
礎
は
互
い
に
相
補
的
な
分
析
的
方
法
と

総
合
的
方
法
で
あ
る
。
分
析
的
方
法
と
は
物
質
の
示
す
あ
る
現
象

を
解
明
す
る
上
で
、
そ
の
物
質
を
様
々
に
区
分
け
し
て
現
象
の
原

因
を
探
う
て
い
く
手
法
で
あ
る
。
実
験
結
果
を
解
明
し
て
い
く
上

で
大
変
有
力
で
あ
る
。
一
方
、
総
合
的
方
法
は
様
々
な
現
象
間
に

見
ら
れ
る
共
通
性
を
認
識
し
、
そ
こ
か
ら
一
般
的
法
則
を
導
き
出

し
て
く
る
。
大
胆
に
い
え
ぱ
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
分
析
的
手
段
で

因
果
関
係
を
究
明
し
て
い
き
、
こ
れ
ら
の
知
識
が
あ
る
程
度
蓄
積

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
総
合
化
を
行
う
こ
と
で
一
般
的
普
遍
的
な
法

則
性
を
確
立
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
文
科
系
学
生
に
と
っ
て
の
自
然
科
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
学
や

工
学
分
野
で
専
門
家
に
な
っ
て
い
く
理
科
系
学
生
と
異
な
り
、
あ

く
ま
で
一
般
教
養
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
出
来
れ

ば
自
然
科
学
を
全
体
的
に
理
解
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
そ
の
た
め

に
は
む
し
ろ
総
合
的
な
立
場
を
強
く
意
識
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で

あ
る
。
物
理
学
と
化
学
は
理
学
部
の
中
で
は
異
な
る
専
門
分
野
で

あ
る
が
、
互
い
の
知
識
や
方
法
を
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
し
て
い
る
し
、

両
者
の
境
界
は
暖
味
で
、
か
つ
広
大
な
領
域
を
形
成
し
て
い
る
。

だ
か
ら
物
理
学
や
化
学
と
い
っ
た
個
別
科
学
名
を
こ
と
さ
ら
強
調

せ
ず
に
「
物
質
科
学
」
と
銘
打
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
物
質
の
持
つ
様
々
な
性
質
が
、
わ
れ
わ
れ
が
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住
ん
で
い
る
物
質
の
階
層
レ
ベ
ル
の
下
位
レ
ベ
ル
に
あ
た
る
原
子

や
分
子
の
階
層
の
知
識
か
ら
、
極
め
て
合
理
的
に
説
明
で
き
る
と

い
う
事
実
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
た
歴
史
的
に
さ
か
の
ぼ

れ
ば
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
源
流
を
持
つ
「
原
子
論
」
で
あ
る
。
騎
士

達
が
活
躍
し
た
中
世
の
永
い
時
を
隔
て
て
、
近
世
に
い
た
り
、
ダ

ル
ト
ン
に
よ
っ
て
再
び
「
原
子
論
」
は
よ
．
み
が
え
っ
た
。
合
理
的

仮
説
で
あ
る
が
故
に
、
現
代
に
至
る
ま
で
原
子
を
見
る
一
一
と
が
出

来
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
信
奉
音
が
増
え
て
い
づ
た
。
「
原
子

論
」
の
本
質
は
粒
子
的
な
世
界
観
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
で

は
物
理
と
も
化
学
と
も
い
え
な
い
。
む
し
ろ
物
理
学
や
化
学
が
そ

れ
を
基
礎
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
事
情
を
考
え
る
と
、
「
原

子
論
」
に
は
「
物
質
科
学
」
と
い
う
言
葉
が
ピ
ッ
タ
リ
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
現
代
の
「
原
子
論
」
は
ミ
ク
ロ
世
界
の
運
動
法
則
を
記
述
す
る

と
い
わ
れ
る
量
子
力
学
（
波
動
力
学
と
も
呼
ば
れ
る
）
を
原
子
に

適
用
し
た
原
子
理
論
で
あ
る
。
量
子
力
学
は
マ
ク
ロ
世
界
の
住
人

た
る
わ
れ
わ
れ
に
は
い
さ
さ
か
奇
妙
に
見
え
る
点
も
あ
る
が
、
物

理
学
の
中
で
れ
っ
き
と
し
た
理
論
体
系
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
主

要
な
応
用
結
果
と
も
い
う
べ
き
原
子
理
論
が
、
従
来
経
験
的
に
知

ら
れ
て
い
た
元
素
に
関
す
る
様
々
な
化
学
上
の
法
則
や
知
識
を
理

論
的
に
裏
付
け
て
い
る
。
原
子
理
論
の
自
然
な
発
展
と
し
て
、
量

子
力
学
を
分
子
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
量
子
化
学
と
呼
ば
れ
る
理

論
的
な
分
野
が
構
成
さ
れ
た
。
量
子
化
学
で
は
あ
る
特
定
の
分
子

の
化
学
的
性
質
を
知
る
た
め
に
は
一
般
に
膨
大
な
計
算
を
必
要
と

す
る
。
し
か
し
そ
れ
も
二
十
世
紀
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
計
算
機
の

革
命
的
発
展
で
比
較
的
容
易
に
実
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
化
学
は
あ
る
意
味
で
物
理
学
の
応
用

分
野
の
一
つ
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
将
来
と
も
化
学
の
独

自
性
が
無
く
な
る
と
も
思
え
な
い
の
で
、
こ
う
い
う
点
か
ら
も
、

む
し
ろ
「
物
質
科
学
」
と
称
し
て
お
く
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。

　
量
子
力
学
を
波
動
力
学
と
云
う
こ
と
も
あ
る
と
断
っ
た
。
原
子

核
や
電
子
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
ひ
ど
く
、
、
、
ク
ロ

な
粒
子
は
、
質
量
や
運
動
量
も
持
っ
た
粒
子
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
来
の
い
わ
ゆ
る
古
典
力
学
で
は
記
述
で
き

な
い
と
い
う
不
思
議
な
存
在
で
あ
る
。
古
典
力
学
で
は
質
量
を
持

っ
た
物
体
の
運
動
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
方
程
式
で
記
述
さ
れ
、

過
去
か
ら
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
完
全
に
記
述
出
来
る
。
一
方
、

波
動
力
学
で
は
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
波
動
方
程
式
が
ニ
ュ
ー
ト

ン
の
運
動
方
程
式
に
と
っ
て
か
わ
る
。
し
か
も
粒
子
の
位
置
や
運

動
に
つ
い
て
は
、
確
率
的
な
予
言
を
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。
た
と
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え
ぱ
水
素
原
子
を
例
に
と
つ
て
み
る
。
水
素
原
子
は
プ
ラ
ス
一
価

の
電
荷
を
持
つ
原
子
核
を
中
心
に
そ
の
周
り
に
マ
イ
ナ
ス
一
価
の

電
荷
を
持
つ
電
子
を
一
個
持
う
て
い
る
。
粒
子
と
し
て
原
子
核
と

電
子
を
見
て
み
る
と
、
水
素
原
子
全
体
を
地
球
に
兄
立
て
る
な
ら

ぱ
、
原
子
核
は
地
球
中
心
で
半
径
六
十
四
m
の
球
体
に
相
当
す
る
。

電
子
は
水
素
の
原
子
核
の
約
二
千
分
の
一
の
サ
イ
ズ
で
あ
る
か
ら

密
度
を
同
じ
と
仮
定
す
れ
ば
半
径
約
五
m
の
ボ
ー
ル
相
当
で
あ
る
。

そ
ん
な
ボ
ー
ル
が
そ
の
大
部
分
が
真
空
と
も
い
え
る
地
球
の
朴
部

を
駆
け
め
ぐ
つ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
あ
る
瞬
間
に
於
け

る
電
子
の
地
球
内
部
の
位
置
は
確
率
的
に
し
か
云
え
な
い
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
い
え
ぱ
電
子
は
ご
く
わ
ず
か
の
確
率
で
は
あ
る
が
地

球
外
に
存
在
す
る
確
率
さ
え
持
っ
て
い
る
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
マ
ク

ロ
世
界
の
住
人
か
ら
見
た
ら
非
常
識
こ
の
上
な
い
世
界
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
様
な
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
説
明
と
し
て
、
ミ
ク
ロ

世
界
に
於
け
る
物
質
の
二
重
性
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

吻
質
が
粒
子
的
側
面
と
波
動
的
側
面
を
持
つ
と
い
う
の
だ
。
海
の

上
を
伝
わ
っ
て
い
く
波
、
ビ
ン
と
張
つ
た
綱
を
伝
わ
る
波
、
地
震

の
波
、
音
の
波
な
ど
マ
ク
ロ
世
界
で
は
波
そ
の
も
の
よ
り
波
を
伝

え
る
媒
体
こ
そ
が
質
量
を
持
っ
た
物
質
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
ミ

ク
ロ
世
界
で
は
質
量
を
持
っ
た
粒
子
も
ま
た
波
動
性
を
示
す
の
だ
。

　
「
化
学
」
と
称
し
て
し
ま
う
と
そ
の
対
象
と
し
て
ど
う
し
て
も

質
量
を
持
う
た
粒
子
や
そ
の
集
合
体
を
想
起
し
て
し
ま
う
。
し
か

し
上
に
述
べ
た
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
の
世
界
の
奥

深
さ
を
味
わ
う
意
味
で
も
、
冒
頭
の
物
質
の
定
義
を
緩
め
た
広
い

意
味
で
の
「
物
質
科
学
」
と
い
う
講
義
タ
イ
ト
ル
が
ふ
さ
わ
し
い

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）

四
　
環
境
科
学
へ
の
招
待

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
代
川
貴
久
夫

　
新
入
生
の
諸
君
の
中
に
は
、
大
学
で
環
境
に
つ
い
て
勉
強
し
た

い
と
考
え
て
い
る
人
も
少
な
か
ら
ず
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ

こ
で
は
「
環
境
科
学
」
と
は
ど
の
よ
う
な
学
問
を
指
し
、
何
に
つ

い
て
学
ぷ
か
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。

　
環
境
科
学
と
は
何
か
：
：
：
「
環
境
科
学
」
と
い
う
用
語
は
環
境

を
対
象
に
し
た
研
究
領
域
を
さ
す
言
葉
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す

が
、
そ
の
内
容
は
そ
の
言
葉
を
語
る
人
の
立
場
に
よ
っ
て
変
化
し

ま
す
。
そ
れ
は
「
科
学
」
と
い
う
言
葉
が
二
つ
の
異
な
っ
た
意
味

で
使
わ
れ
る
こ
と
が
原
因
で
す
。
「
科
学
」
は
あ
る
時
は
英
語
の

ω
惚
g
8
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
ω
9
雪
巨
団
の
意
味
す
る

796



橋論叢　第123巻　第4号　平成12年（2000年）4月号　（142）

「
知
識
」
と
か
、
科
学
の
語
源
で
あ
る
「
分
科
の
学
」
す
な
わ
ち

「
個
別
の
学
問
」
を
示
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ

ち
ら
の
方
が
一
般
的
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
も
っ
と
範
囲
を
隈
定

し
て
自
然
科
学
（
機
械
論
的
自
然
観
と
数
学
的
手
法
を
前
提
と
し
、

社
会
的
・
制
度
的
基
盤
を
も
つ
た
物
理
学
や
生
物
学
と
い
つ
た
専

門
分
化
し
た
学
問
の
総
称
）
の
み
を
表
す
言
葉
と
し
て
も
「
科

学
」
が
使
わ
れ
ま
す
（
佐
々
木
　
力
、
科
学
論
入
門
）
。
「
環
境
」

と
い
う
言
葉
は
、
我
々
の
社
会
を
一
つ
の
生
態
系
と
し
て
み
た
場

合
、
生
態
系
の
要
素
で
あ
る
人
間
を
取
り
囲
む
自
然
的
条
件
と
人

間
の
活
動
を
規
制
す
る
社
会
的
条
件
を
意
味
す
る
の
で
、
「
環
境

科
学
」
を
最
も
狭
い
意
味
に
解
釈
す
る
と
環
境
の
自
然
的
条
件
を

対
象
に
し
た
自
然
科
学
を
さ
す
こ
と
に
な
り
、
最
も
広
く
解
釈
す

れ
ば
環
境
の
自
然
お
よ
び
杜
会
的
条
件
を
研
究
の
対
象
に
す
る
個

別
の
学
問
の
総
称
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
在
は
「
環
境
科

学
」
を
後
者
の
意
味
で
使
う
人
達
が
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

ち
な
み
に
教
養
科
目
の
「
環
境
科
学
1
，
n
」
の
内
容
は
前
者
の

．
狭
い
意
味
で
の
環
境
科
学
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
環
境
科
学
で
何
を
学
ぷ
か
：
…
・
将
来
は
環
境
科
学
を
専
攻
（
卒

業
論
文
の
テ
ー
マ
に
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
で
）
し
た
い
と
考
え
て

　
い
る
人
達
に
と
っ
て
、
専
門
教
育
で
の
環
境
科
学
は
人
文
．
社
会

科
学
系
の
「
環
境
科
学
」
を
意
味
ー
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
書
店

の
環
境
コ
ー
ナ
ー
に
い
く
と
、
環
境
経
済
学
や
環
境
倫
理
学
と
い

っ
た
タ
イ
ト
ル
の
書
籍
が
日
H
に
つ
く
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が

人
文
・
社
会
科
学
系
の
「
環
境
科
学
」
に
相
当
し
ま
す
。
狭
い
意

味
で
の
「
環
境
科
学
」
は
環
境
の
自
然
的
条
件
を
理
解
す
る
上
で

の
基
礎
的
な
知
識
を
提
供
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。
環
境
の
自
然
的
条
件
は
社
会
的
条
件
を
制
約
す
る
こ
と

が
多
い
の
で
、
人
文
一
社
会
科
学
系
の
「
環
境
科
学
」
を
専
攻
す

る
人
も
自
然
科
学
系
の
「
環
境
科
学
」
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

　
本
来
な
ら
ば
次
に
は
環
境
O
○
学
が
、
環
境
を
対
象
に
し
た
、

ど
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
る
、
何
を
目
的
に
し
た
学
問
で
あ
る
か

に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
残
念
な
が

ら
そ
れ
は
明
ら
か
に
筆
者
の
能
力
を
超
え
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ

で
は
、
次
の
よ
う
な
入
門
書
を
熟
読
玩
味
す
る
こ
と
を
薦
め
る
だ

け
に
し
て
お
き
ま
す
。

　
加
藤
尚
武
、
「
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
」
、
丸
善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

　
植
田
和
弘
、
「
環
境
経
済
学
入
門
」
、
岩
波
、
現
代
経
済
学
入
門

　
飯
島
伸
子
、
「
環
境
社
会
学
の
す
す
め
」
、
丸
善
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー

　
環
境
リ
テ
ラ
シ
！
…
：
で
は
環
境
を
専
攻
し
な
い
学
生
に
と
づ
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て
環
境
科
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
目
的
は
何
で
し
ょ
う
か
。
筆

者
堆
そ
れ
を
環
境
リ
テ
ラ
シ
ー
（
向
8
一
〇
〇
弓
－
畠
－
巨
討
轟
ξ
）
を

身
に
つ
け
る
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
環
境
リ
テ
ラ
シ
ー
と
言
う
言

葉
は
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
少
し
長

く
な
り
ま
す
が
U
．
奉
・
O
弓
の
、
、
向
o
o
－
o
o
q
｛
S
－
＝
蒜
冨
o
｝
．
一
か
ら

環
境
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
説
明
し
て
あ
る
部
分
を
抜
粋
し
て
見

ま
し
た
。

　
　
；
§
邑
碗
茅
蚤
ξ
↓
；
邑
．
書
畠
§
募
茅
與
σ
一
．

ξ
3
8
昌
；
8
ξ
S
；
§
ξ
－
§
。
曇
お
一
。
睾
一

『
①
ヰ
｝
與
『
q
－
貝
尿
↓
ブ
①
與
一
U
－
－
篶
く
↓
o
與
ω
〆
．
．
ミ
ゴ
與
一
一
サ
⑦
自
～
；
O
O
昌
一

邑
§
巨
二
幕
き
昌
赤
℃
・
遺
ξ
σ
①
冨
①
・
ぎ
二
。
。
巨
『

ω
ぎ
、
一
8
邑
目
。
・
ω
三
§
葦
。
・
薫
さ
…
①
・
ε
§
ζ
。
員

彗
3
§
o
、
員
σ
巨
蔓
曇
身
§
轟
庁
ざ
§
一
畳
g
…
．

§
ξ
家
邑
長
き
①
；
一
二
竃
二
童
昌
二
…
．
＞
目
＝
。
『

g
ω
；
二
ぎ
碁
彗
童
二
①
・
一
ξ
幸
二
彗
二
8
二
ξ

印
§
鼻
ω
、
σ
蔓
昌
鼻
昌
与
一
旨
。
・
；
ま
冨
’
彗
＝
；

8
昌
亘
冨
』
巨
、
ミ
巨
ま
二
．
．
o
冨
豊
昌
ω
憲
き
昌
一

8
§
婁
二
昌
畠
象
昌
二
一
一
9
昌
二
。
昌
夢
巨
①
隼

く
彗
§
ま
婁
§
§
ω
・
乞
。
亘
§
竃
g
募
ζ
ぎ
君
Φ
ω
1

ま
貝
ζ
筆
ε
…
一
＝
二
邑
§
ま
⊆
宇
⑦
昌
一
ω
葦
房
g

豪
ω
8
き
耳
茎
・
＝
墓
昌
。
冨
8
巨
ξ
く
①
箒
。
a
彗
．

ω
考
g
實
8
貝
、
■
g
．
ω
①
目
〇
一
〕
g
片
庁
o
昌
ρ
．
、
　
　
中
略

．
．
彗
・
；
雪
～
．
．
ζ
一
8
彗
葛
暮
旦
箒
o
仁
邑
。
二
。
算

σ
。
一
。
、
。
ま
。
一
與
吻
夏
三
昌
置
ω
募
§
①
・
二
①
一
§
葦
。
・
『
9

ξ
；
8
昌
。
目
二
・
易
昌
邑
歪
二
暮
。
げ
；
員
豊
；
9

写
。
毒
雪
①
竃
昌
＆
ま
忌
篶
一
巨
。
一
§
ξ
’

　
　
旨
①
茎
§
δ
ま
至
名
①
・
ま
①
目
一
g
；
§
。
二
ω
二
一
目
・

。
3
募
3
二
邑
g
8
昌
募
ω
一
s
l
z
g
。
昌
胃
；
Φ
茎
■

凄
一
二
§
＝
＝
二
邑
・
ζ
げ
8
二
ま
§
一
＝
邑
ぎ
三
一

き
身
ζ
き
§
一
二
童
一
§
巨
冨
二
墓
①
彗
。
巨

。
～
目
串
葦
二
ω
ω
ぎ
昌
書
昌
。
・
』
｝
彗
冨
三
昌
巨
①

§
夏
。
巴
員
還
；
く
竺
＝
ξ
昌
暮
①
；
一
豊
g
8
貝

ω
巨
①
募
§
巨
。
・
葦
§
一
§
冨
ユ
ニ
邑
暑
。
量
鼻
一
。
『

募
一
ξ
；
婁
貝
§
目
§
貝
§
一
昌
’
昌
ニ
ニ
。
葦
ー

ぎ
二
ぎ
轟
＝
崇
菱
g
一
ま
二
§
二
童
茅
g
葦
一
ω

一
壷
・
二
昌
葦
薫
冨
．
↓
巨
①
嚢
巨
ニ
ニ
①
・
婁
塁
g
．
h

§
一
邑
g
；
筆
8
ω
量
亭
・
巨
ζ
一
篶
葦
二
ま
8
一
。
；
h

；
。
奏
。
一
。
、
一
。
暮
。
＝
・
婁
葦
麦
g
三
す
①
二
。
a
ω
ξ
．

昌
；
、
葦
二
葦
曇
§
σ
§
邑
潟
昌
§
雲
§
鶉

葦
忌
星
毒
昌
ω
．
掌
①
竃
篶
員
ω
昌
ω
富
邑
冒
豪
ミ
≡
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§
箒
σ
邑
豪
勇
葦
①
を
く
二
竃
幕
ζ
邑
き
く
①
邑
・

O
O
目
ω
仁
昌
①
．
饒
旨
①
｝
O
O
ヨ
①
↓
O
冨
由
①
9
0
目
旨
①
昌
ω
O
亮
O
饒
目
O
｝

毒
蓋
g
葦
邑
竃
青
g
一
壷
・
旦
童
二
義
弐
二
。
一
．

↓
胃
一
昌
o
s
ざ
竺
o
與
目
o
i
o
－
①
葦
考
昌
巨
も
ω
8
o
－
o
o
q
｝
s
＝
≡
8
、
．

暮
ω
薫
＜
三
；
ミ
①
；
長
プ
気
；
①
ω
竃
①
竃
8
窪
鶴

昌
①
ξ
冨
8
巨
竃
8
二
ぎ
。
書
8
汗
ξ
葦
ε
；
目
。
峯
、

－
目
①
q
印
『
言
す
目
一
①
ご
o
．

　
環
境
ゾ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
人
が
さ
ま

ざ
ま
な
考
え
を
表
明
し
て
い
ま
す
が
、
筆
者
な
り
に
定
義
す
れ
ば
、

「
す
べ
て
の
社
会
現
象
を
環
境
と
い
う
視
点
か
ら
解
釈
す
る
能
力

と
＝
ミ
ぎ
；
す
昌
～
．
．
に
対
す
る
答
え
を
実
行
す
る
能
力
」
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
環
境
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
る
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
、
も
ち
ろ
ん
単
に
講
義
を
受
講
す
る
と
い
う
だ

け
で
は
難
し
い
で
し
よ
う
。
そ
の
答
え
は
皆
さ
ん
が
大
学
の
四
年

間
で
自
分
自
身
で
見
つ
け
だ
す
べ
き
課
題
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）

五
　
生
命
科
学
へ
の
招
待

三
村
徹
郎

人
問
が
生
物
の
一
員
で
あ
る
せ
い
か
、
「
生
命
と
は
何
か
」
を

㌧

考
え
る
学
問
で
あ
る
「
生
命
科
学
」
は
、
専
門
家
以
外
の
多
く
の

人
々
の
興
味
を
引
き
ま
す
。
昨
今
の
遺
伝
子
ブ
ー
ム
は
、
医
療
．

食
糧
問
題
の
み
な
ら
ず
、
映
画
や
ミ
ス
テ
リ
i
に
い
た
る
ま
で
、
．

多
く
の
人
々
を
魅
了
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
で
は
、
「
生
命
科
学
」
と
は
、
本
当
の
と
こ
ろ
ど
ん
な
学
問
な

の
で
し
ょ
う
か
。
以
前
「
生
物
学
」
と
呼
ぱ
れ
て
い
た
学
問
分
野

は
一
最
近
で
は
基
礎
と
応
用
の
境
界
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、
医
学
、

農
学
も
含
め
て
、
地
球
上
の
生
命
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問
と
い

う
こ
と
で
「
生
命
科
学
」
と
呼
ぱ
れ
る
よ
う
に
な
づ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
生
命
体
の
一
つ
で
あ
る
人
間
を
対
象
と
す
る
「
人
文
．

社
会
科
学
」
は
、
け
ア
し
て
「
生
命
科
学
」
と
は
呼
び
ま
せ
ん
。

自
然
科
学
に
お
け
る
「
生
命
科
学
」
と
は
、
物
理
．
化
学
の
．
一
一
一
凹
葉

を
使
っ
て
生
命
像
を
語
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
学
問
な
の
で

す
。
物
理
・
化
学
の
言
葉
で
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
生
命

に
共
通
の
概
念
を
考
え
、
そ
れ
を
基
に
し
て
「
生
命
と
は
何
か
”

生
命
の
法
則
性
」
を
探
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　
　
一
方
、
博
物
学
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
地
球
上
に
は
多
種

多
様
な
生
物
が
個
別
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
何
故
地
球
上
に
は
こ

ん
な
に
た
く
さ
ん
の
種
類
の
生
物
が
い
る
の
か
と
い
う
、
多
様
性

　
の
意
味
と
多
様
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
機
構
を
、
物
理
．
化
学
の
言

007
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葉
で
探
る
の
も
現
代
生
命
科
学
の
も
う
一
つ
の
大
命
題
に
な
っ
て

　
い
ま
す
。

　
感
情
や
性
格
あ
る
い
は
言
語
な
ど
、
従
来
は
人
文
科
学
の
対
象

で
あ
つ
た
現
象
も
、
最
近
で
は
、
脳
の
活
動
と
い
う
形
で
・
物

理
．
化
学
の
一
一
一
暴
で
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
一
方
で
、
人
問
の
空
想
の
産
物
で
あ
る
霊
魂
や
神
は
、

ど
ん
な
に
「
生
命
科
学
」
が
進
歩
し
て
も
、
決
し
て
物
理
・
化
学

の
．
一
一
冒
葉
で
語
れ
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
（
ど
う
し
て
、

人
閲
は
そ
う
い
う
も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

将
来
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
恩
い
ま
す
が
）
。
そ
も
そ
も
、

霊
魂
や
神
は
「
生
命
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
「
生
命
科
学
」

の
研
究
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
も
言
え
ま
す
。

　
現
在
の
「
生
命
科
学
」
の
研
究
対
象
を
表
現
す
る
一
番
適
切
な

一
一
一
一
口
葉
は
、
「
遺
伝
子
」
で
す
。
巷
に
は
、
遺
伝
子
治
療
、
遺
伝
子

組
み
換
え
食
品
、
遺
伝
子
解
読
、
D
N
A
（
遺
伝
子
）
鑑
定
な
ど
・

「
遺
伝
子
」
と
い
う
言
葉
が
氾
濫
し
て
い
る
よ
う
に
も
恩
え
ま
す
。

「
遺
伝
子
」
と
い
う
言
葉
は
、
何
故
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
人
々
を

引
き
付
け
る
（
あ
る
い
は
恐
れ
さ
せ
る
）
の
で
し
ょ
う
・
か
。
ち
な

み
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ
ト
の
検
索
ぺ
－
ジ
（
o
q
O
O
）
で
「
遺
伝

子
」
と
い
主
言
葉
を
引
い
て
み
る
と
、
約
七
万
八
千
件
ヒ
ッ
ト
し

ま
し
た
（
二
〇
〇
〇
年
一
月
十
四
日
現
在
）
。
も
ち
ろ
ん
一
そ
の

大
半
は
「
生
命
科
学
」
関
連
の
ホ
ー
ム
ベ
ー
ジ
で
す
が
、
中
に
は
、

ゲ
ー
ム
、
小
説
か
ら
個
人
日
記
に
い
た
る
ま
で
、
「
遺
伝
子
」
と

い
う
、
一
一
目
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
分
野
は
、
極
め
て
多
彩
で
す
。

　
す
で
に
、
よ
く
知
つ
て
い
る
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
．
「
遺

伝
子
」
と
は
、
D
N
A
（
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
核
酸
）
と
呼
ぱ
れ
る
化

学
物
質
か
ら
出
来
て
い
て
、
地
球
上
の
全
て
の
生
物
が
共
通
に
持

つ
も
の
で
す
。
生
命
体
を
構
成
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
が
「
遺
伝

子
」
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
情
報
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
お
り

（
そ
の
機
構
は
、
講
義
で
も
取
り
上
げ
ま
す
し
、
参
考
書
に
も
出

て
い
ま
す
）
、
そ
の
意
味
か
ら
「
遺
伝
子
」
は
「
生
命
の
設
計
図
」

と
呼
ぱ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
（
私
だ
け
で
は
な
い
と
恩
い
ま
す
）
が
、
「
遺
伝
子
」

と
い
う
一
一
一
冒
葉
に
、
あ
る
種
特
殊
な
感
情
を
持
つ
の
も
、
も
し
か
し

た
ら
、
「
遺
伝
子
」
の
中
に
私
自
身
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
感
覚
に
囚
わ
れ
る
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最
近
、
「
ヒ
ト
ゲ

ノ
ム
計
画
」
と
い
う
一
一
一
旦
薬
が
、
よ
く
ニ
ュ
ー
ス
を
賑
わ
せ
ま
す
。

日
米
欧
の
共
同
研
究
と
し
て
、
約
十
年
前
に
始
め
ら
れ
た
計
画
で
、

人
問
が
持
つ
て
い
る
「
遺
伝
子
情
報
」
を
全
て
、
人
問
が
理
解
し

て
使
え
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
咋
年
か
ら
ア
メ
リ
　
〃
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カ
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
が
同
じ
計
画
を
実
行
し
始
め
、
公
機
関
の

計
画
の
進
展
を
追
い
抜
い
て
、
今
年
中
に
は
、
す
べ
て
の
人
間
の

遺
伝
子
情
報
が
解
読
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

「
遺
伝
子
」
に
書
か
れ
て
い
る
情
報
は
、
生
命
体
の
部
品
（
正
確

に
は
タ
ン
バ
ク
質
）
の
構
造
を
決
め
て
い
る
だ
け
で
す
か
ら
、
そ

れ
だ
け
で
生
命
の
全
て
が
分
か
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
部
品
の
全
て
が
分
か
れ
ば
、
い
ず
れ
全
体
の
動
作
概
念
も
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
期
待
が
あ
り
ま
す
。

　
生
命
に
と
っ
て
、
「
遺
伝
子
」
だ
け
で
決
ま
る
こ
と
と
、
「
遺
伝

子
」
だ
け
で
は
決
ま
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
は
自
明
で
す
。
一
卵

性
双
生
児
は
、
ほ
ぽ
全
く
同
じ
「
遺
伝
子
」
セ
ツ
ト
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
る
は
ず
で
す
が
、
．
成
長
の
過
程
で
別
の
人
格
に
な
。
て
い

く
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
が

人
間
で
あ
る
限
り
鳥
の
よ
う
に
空
を
飛
べ
な
い
の
と
同
様
に
、

「
遺
伝
子
」
の
中
に
無
い
も
の
を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
と
い

う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
す
。
従
っ
て
、
「
遺
伝
子
」
は
、
そ
の
生

命
が
持
っ
て
い
る
可
能
性
の
上
限
を
決
め
て
い
る
と
．
一
、
．
口
つ
て
も
良

　
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
現
在
の
「
生
命
科
学
」
は
、
こ
の
可
能
性
の
上
限
を
明
ら
か
に

し
つ
つ
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
与
え
ら
れ
た
可
能
性
の

う
ち
の
、
ど
れ
だ
け
が
発
現
す
る
か
を
、
今
後
の
「
生
命
科
学
」
　
㎜

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
出
来
る
か
ど
う
か
は
、
今
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

た
だ
一
私
た
ち
は
、
「
生
命
」
を
物
理
・
化
学
の
一
一
一
一
口
葉
で
理
解
し

よ
う
と
努
め
て
い
る
う
ち
に
、
白
分
自
身
の
限
界
を
臨
む
位
置
に

た
ど
り
着
い
て
し
ま
つ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
さ
て
一
「
生
命
科
学
」
に
お
け
る
「
遺
伝
子
」
理
解
の
進
展
は
、

「
遺
伝
子
設
計
図
」
自
体
の
書
き
換
え
を
も
可
能
に
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
遺
伝
子
治
療
は
そ
の
代
表
的
な
例
で
す
し
、
す
で
に
人

問
の
タ
ン
パ
ク
質
を
作
り
出
せ
る
ブ
タ
や
ネ
ズ
、
、
、
、
果
て
は
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
や
ダ
イ
ズ
な
ど
も
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
問
は
「
生
命

科
学
」
の
発
展
が
も
た
ら
し
た
遺
伝
子
操
作
技
術
に
よ
り
、
自
分

の
子
供
以
外
の
新
規
な
生
命
を
作
り
だ
せ
る
、
地
球
上
で
初
め
て

の
生
命
体
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
、

ヒ
ト
は
神
に
な
っ
た
と
表
現
す
る
人
も
い
ま
す
。

　
「
生
命
科
学
」
の
究
極
の
目
的
は
、
「
生
命
と
は
何
か
」
と
い
う

問
題
に
答
え
を
見
い
だ
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ

こ
に
は
研
究
の
主
体
で
あ
る
人
間
が
、
人
問
自
身
の
こ
と
を
理
解

し
た
い
と
い
う
希
望
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
人
問
が
「
遺

伝
子
」
を
操
作
し
て
作
り
出
し
た
新
し
い
生
命
は
、
人
問
も
合
め

て
本
当
に
地
球
上
の
「
生
命
」
と
言
つ
て
い
い
の
で
し
よ
う
か
。



　
「
生
命
と
は
何
か
」
を
、
本
当
の
と
こ
ろ
で
理
解
で
き
て
い
な

一
い
「
生
命
科
学
」
が
、
生
命
の
操
作
を
可
能
に
し
て
い
る
事
実
を

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
は
、
「
生
命
科
学
」
の
み
な
ら
ず
、
人

類
全
体
の
問
題
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
然
科
学

が
答
え
を
出
せ
る
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
各
人
が
一
人
ず

つ
自
分
で
考
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学
の
講
義
だ
け
で
な
く
、

広
い
範
囲
の
読
書
や
勉
強
が
、
そ
の
た
め
に
必
須
の
手
段
で
あ
る

こ
と
は
、
十
分
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
大
学
に
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
学
問
の
府
」
で
暮
ら
す
こ
と
で

あ
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
と
期
待
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
教
授
）
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