
フ
ク
シ
マ
以
後
、
自
然
と
科
学
・
技
術
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
（
二
）

　
　
　
　
　

―
道
具
的
理
性
批
判
の
立
場
か
ら
―

中
　
島
　
𠮷
　
弘

キ
ー
ワ
ー
ド
： 

現
代
科
学
の
視
座
構
造
︑
資
本
主
義
的
精
神
と
産
業
文
明
︑
自
然
観
の
転
換
︑
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
︑

民
衆
理
性

Ⅲ　

現
代
科
学
の
視
座
構
造
へ
の
問
い
と
応
答
―
久
野
収
の
場
合

わ
れ
わ
れ
が
先
の
論
考
﹁
フ
ク
シ
マ
以
後
︑
自
然
と
科
学
・
技
術
を
ど

う
み
る
か
︵
一
︶
―
﹃
科
学
の
原
罪
性
﹄
論
争
を
手
が
か
り
に
し
て
﹂︵
桜

美
林
大
学
論
考
﹃
人
文
研
究
﹄
第
九
号
︶1
で
考
察
し
た
よ
う
に
︑
唐
木
順

三
︵
一
九
〇
四
︲
一
九
八
〇
︶
や
朝
永
振
一
郎
︵
一
九
〇
六
︲
一
九
七
九
︶

の
科
学
の
原
罪
性
へ
の
問
い
は
︑
武
谷
三
男
︵
一
九
一
一
︲
二
〇
〇
〇
︶

に
典
型
化
さ
れ
る
厳
し
い
批
判
を
受
け
た
と
は
言
え
︑
近
代
理
性
と
科
学
・

技
術
へ
の
過
度
の
信
奉
へ
の
反
省
の
促
し
と
し
て
や
は
り
重
大
な
意
義
を

も
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
科
学
の
原
罪
性
へ
の
問
い

や
言
説
に
は
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
﹁
現
代
科
学
の
視
座
構
造
﹂
そ
の
も
の
が

伏
藏
す
る
原
理
的
な
問
題
の
根
柢
へ
と
掘
り
下
げ
て
分
析
し
︑
現
代
文
明

を
支
え
呪
縛
す
る
科
学
・
技
術
的
理
性
を
そ
の
深
層
か
ら
再
検
討
す
る
作

業
の
遂
行
と
い
う
側
面
か
ら
言
え
ば
︑
種
々
の
制
約
か
ら
十
分
に
展
開
さ

れ
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

2
︒

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
︑
も
う
一
度
︑
先
の
論
考
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
に
お

い
て
援
用
し
た
久
野
収
︵
一
九
一
〇
︲
一
九
九
九
︶
と
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー

︵M
artin H

eidegger 1889

︲1976

︶
の
問
題
提
起
に
立
ち
戻
り
︑
科
学
・
技

術
へ
の
過
度
の
信
奉
を
つ
ね
に
根
本
か
ら
問
い
批
判
的
に
吟
味
す
る
立
場

か
ら
︑
言
い
換
え
れ
ば
唐
木
や
朝
永
の
科
学
の
原
罪
性
へ
の
問
い
や
武
谷

の
反
批
判
の
意
味
を
︑
Ｍ
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
︵M

ax H
orkheim

er 1895

︲

1973
︶
の
言
う
道
具
的
理
性
︵instrum

entelle Vernunft

︶
へ
と
頽
落
し
た

現
代
の
科
学
・
技
術
的
理
性
の
社
会
的
機
能
と
い
う
視
座
か
ら
考
え
て
み

た
い

3
︒
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久
野
は
︑
重
要
な
論
考
﹁
現
代
科
学
の
視
座
構
造
と
そ
の
変
革
﹂4
の
冒

頭
に
お
い
て
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
総
長
就
任
講
演
﹁
ド

イ
ツ
的
大
学
の
自
己
主
張
―
な
ぜ
わ
れ
ら
は
田
舎
に
留
ま
る
か
？
﹂

︵
一
九
三
三
年
五
月
二
七
日
︶5
に
言
及
し
な
が
ら
︑
こ
う
述
べ
て
い
た
︒
す

な
わ
ち
︑﹁
科
学
の
発
達
と
技
術
の
進
歩
は
︑
人
類
の
真
実
の
進
歩
と
た
だ

ち
に
同
じ
な
の
で
は
な
い
︒﹂︑
と
︒
つ
ま
り
︑
科
学
と
産
業
が
発
達
・
進

歩
し
て
も
︑﹁
人
間
が
物
質
的
︑
感
情
的
︑
知
的
に
鈍
化
を
深
め
﹂
て
ゆ
く

﹁
状
況
が
︑
目
の
前
で
急
速
に
展
開
し
始
め
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
問
い
か
け
は
︑
積
極
的
意
味
を
も
つ
﹂
の
で
あ
る

6
︑
と
︒

し
か
し
︑
な
ぜ
︑
科
学
や
技
術
が
発
達
し
進
歩
し
て
も
︑﹁
人
類
の
真
実

の
進
歩
﹂
へ
と
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
い
は
︑
唐
木
や

朝
永
の
問
い
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
お
そ
ら
く
武
谷
三
男
や
坂
田
昌
一

︵
一
九
一
一
︲
一
九
七
〇
︶︑
湯
川
秀
樹
︵
一
九
〇
七
︲
一
九
八
一
︶
の
問

い
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

7
︒

こ
の
問
い
へ
の
応
答
は
︑
例
え
ば
唐
木
の
場
合
は
こ
う
で
あ
る
︒
い
わ

く
︑﹁
神
の
不
在
の
証
明
﹂︑
言
い
換
え
れ
ば
﹁
人
間
理
性
の
万
能
へ
の
信

仰
か
ら
始
ま
る
﹂
近
代
は
︑
真
︑
善
︑
美
の
一
体
性
か
ら
な
る
価
値
体
系

を
崩
壊
さ
せ
た
が
ゆ
え
に
︑﹁
価
値
の
ア
ナ
ア
キ
イ
﹂
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
が
生
み
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る

8
︒
つ
ま
り
︑
真
の
み
を
追
求
し
︑
善
や
美

と
い
う
︽
か
な
え
︾
を
欠
落
さ
せ
た
科
学
と
そ
の
進
歩
を
﹁
無
条
件
に
肯

定
し
︑
そ
れ
を
他
の
権
威
や
価
値
に
よ
っ
て
制
限
し
ま
た
管
理
す
る
こ
と

を
真
理
を
阻
む
も
の
と
し
て
否
定
し
た
果
に
で
き
た
も
の
が
原
水
爆
で
あ

る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
が
い
ま
や
人
類
を
破
滅
に
陥
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
恐
れ
を
普
遍
的
な
も
の
﹂

9
に
し
て
い
る
︑
と
︒

そ
の
上
で
︑﹁
神
を
最
高
の
権
威
と
し
た
価
値
体
系
﹂
や
﹁
科
学
や
技
術

の
生
み
だ
し
た
幸
福
と
は
別
の
幸
福
﹂
を
﹁
最
高
権
威
と
す
る
真
︑
善
︑

美
の
体
系
︹
新
た
な
幸
福
論
︺
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
︒﹂10
︑

と
唐
木
は
問
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
問
い
に
対
す
る
唐
木
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
科
学

は
宇
宙
解
釈
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
客
観
的
で
あ

る
こ
と
︑
事
実
の
認
識
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
科
学
も
︑
人
間
が
自
然

を
対
象
に
し
て
の
解
釈
で
あ
る
︒・
・
・
主
観
と
客
観
の
対
立
︑
主
体
と
対

象
の
分
離
に
よ
っ
て
︑
客
観
対
象
は
明
瞭
に
な
り
︑
い
く
た
の
自
然
法
則

は
発
見
さ
れ
た
が
︑
自
然
と
人
間
は
そ
こ
で
は
他
人
に
な
っ
た
︒
自
然
を

人
間
の
た
め
に
利
用
し
︑
征
服
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
明
は
進
歩
し
た

が
︑
人
間
は
自
然
と
の
親
近
性
を
失
っ
た
︒
自
然
が
か
え
っ
て
人
間
に
逆

襲
す
る
に
い
た
る
逆
転
が
︑
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
で
て
き
て
い
る
︒
自
然

と
人
間
の
間
の
親
近
性
の
回
復
︑
自
己
と
自
然
と
の
一
体
観
の
回
復
な
く

し
て
は
︑
近
代
の
病
理
か
ら
脱
し
え
な
い
︒﹂11

こ
う
し
た
唐
木
と
は
対
照
的
な
立
場
に
あ
る
武
谷
は
︑
そ
の
強
固
な
信

念
で
あ
る
自
然
科
学
的
理
性
至
上
主
義
の
立
場
か
ら
す
る
技
術
論
や
自
然

認
識
の
三
段
階
論
を
構
想
・
展
開
し
た
と
は
言
え
︑
そ
れ
ら
と
は
異
質
の

立
場
や
論
理
が
支
配
す
る
社
会
的
現
実
が
自
然
科
学
的
理
性
や
そ
の
担
い

手
︵
科
学
者
や
技
術
者
︶
に
よ
っ
て
は
正
さ
れ
な
い
と
い
う
現
状
に
遭
遇

し
つ
づ
け
︑
苛
立
ち
苦
悩
す
る
こ
と
に
な
る
︒

先
の
論
考
︵
一
︶
で
取
り
上
げ
た
唐
木
順
三
と
武
谷
三
男
と
の
論
争
の

深
層
に
伏
藏
さ
れ
る
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
世
界
観
上
の
対
立
点
︑
具
体

的
に
は
近
代
性
を
め
ぐ
る
認
識
や
評
価
の
対
立
点
と
は
︑
唐
木
の
考
え
る
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現
代
物
理
学
や
そ
れ
を
支
え
る
唯
物
論
思
想
に
典
型
化
さ
れ
る
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
へ
の
批
判
と
宗
教
的
な
幸
福
論
の
是
非
を
め
ぐ
る
対
立
・
論
争
と
し
て

了
解
さ
れ
る
と
き
︑
そ
の
真
の
姿
が
よ
り
い
っ
そ
う
鮮
明
な
も
の
に
な
る

と
言
え
よ
う
︒

と
こ
ろ
で
久
野
は
︑
こ
の
両
者
の
視
座
と
は
別
の
﹁
近
代
科
学
の
視
座

構
造
﹂
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
︑﹁
社
会
的
現
実
の
細
部
に
お
け
る
科
学
的

合
理
主
義
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
勝
利
が
︑
根
本
に
あ
る
非
合
理
主
義
や
破

壊
的
動
向
と
︑
た
や
す
く
﹂12
手
を
つ
な
い
で
し
ま
う
状
況
の
理
由
を
問
い
︑

こ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
︒
あ
の
フ
ク
シ
マ
原
発
震
災
を
今
も
経
験
し
つ

つ
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
︑
こ
の
久
野
の
問
い
は
避
け
て
通
れ
な
い
重

い
意
味
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
以
下
︑
こ
の
久
野
の
言
説

に
内
在
し
つ
つ
考
察
し
て
み
た
い
︒

久
野
は
︑
次
の
よ
う
に
問
う
て
い
る
︒
い
わ
く
︑﹁
社
会
的
現
実
の
一
番

重
大
で
あ
る
は
ず
の
部
分
―
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
―
が
︑
な
ぜ
社
会
的

現
実
の
深
部
に
浸
透
し
な
い
の
か
︒
浸
透
す
る
ど
こ
ろ
か
︑
深
部
の
逆
作

用
を
こ
う
む
る
の
か
︒
こ
の
変
更
と
歪
曲
は
︑
社
会
的
現
実
の
側
の
責
任

で
あ
っ
て
︑
科
学
の
側
に
は
な
ん
の
責
任
も
な
い
の
で
あ
る
か
︒﹂︑
と
︒

そ
し
て
︑
こ
う
し
た
問
い
に
応
答
す
べ
く
︑
以
下
の
よ
う
な
分
析
視
座
を

提
起
す
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
こ
の
重
大
な
疑
問
に
こ
た
え
る
た
め

に
は
︑
近
代
科
学
の
視
座
構
造
そ
の
も
の
の
︑
ラ
ジ
カ
ル
な
反
省
と
︑
近

代
科
学
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
介
す
る
社
会
的
現
実
と
の
関
係
の
ラ
ジ
カ
ル

な
分
析
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
︒﹂13
︑
と
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
で
久
野
が
照
準
を
定
め
る
﹁
近
代
科
学
の
視
座
構
造
﹂

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︒
久
野
が
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
︑

社
会
的
現
実
の
重
要
部
分
を
構
成
す
る
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
︑﹁
理
論

と
実
践
︑
研
究
者
と
実
践
者
︑
学
者
と
政
治
家
の
分
業
的
分
離
に
基
づ
い

て
﹂
は
じ
め
て
成
立
・
発
展
し
︑
や
が
て
﹁
科
学
研
究
の
内
側
で
の
学
者

の
と
め
ど
の
な
い
分
業
的
専
門
化
﹂
を
避
け
が
た
く
生
み
出
し
な
が
ら
︑

科
学
者
の
仕
事
は
﹁
仮
説
形
成
﹂
に
限
定
さ
れ
て
ゆ
き
︑
ま
た
そ
の
限
定

の
ゆ
え
に
﹁
科
学
研
究
の
自
由
を
獲
得
す
る
﹂
が
︑
一
方
で
は
﹁
社
会
に

お
け
る
科
学
の
応
用
の
自
由
﹂
は
失
わ
れ
︑﹁
実
用
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
﹂

は
断
念
さ
れ
る
︒
現
実
社
会
に
対
す
る
価
値
判
断
は
行
わ
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
価4

値
判
断

4

4

4

︑
つ
ま
り
禁
欲

4

4

に
よ
っ
て
︑
科
学
者
の
﹁
認
識
の
自
由
﹂
は
確
保

さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
か
く
し
て
︑﹁
外
側
の
社
会
︑
と
く
に
宗
教
的
権
威
や

政
治
的
権
力
は
︑
科
学
の
研
究
に
干
渉
す
る
な
︑
科
学
も
外
側
の
社
会
で

の
科
学
の
実
用
に
文
句
は
い
わ
な
い
︒﹂14
と
す
る﹁
近
代
科
学
の
視
座
構
造
﹂

が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

久
野
は
近
代
科
学
に
み
ら
れ
る
﹁
理
論
と
実
践
︑
研
究
者
と
実
践
者
︑

学
者
と
政
治
家
の
分
業
的
分
離
﹂
が
生
み
出
す
世
界
に
つ
い
て
︑
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
︒
い
わ
く
︑﹁
こ
う
し
て
︑
理
論
が
応
用
や
実
用
か
ら
分

離
さ
れ
︑
理
論
の
た
め
の
理
論
や
︑
専
門
科
学
の
自
立
が
︑
血
の
犠
牲
を

通
じ
て
獲
得
﹂15
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
︑
と
︒
久
野
は
こ
の
点
に
つ
い

て
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
科
学
者
の
仕
事
は
︑
仮
説
形
成
ま

で
で
あ
っ
て
︑
こ
の
仮
説
を
外
側
の
現
実
に
ど
う
適
用
す
る
か
は
︑
科
学

者
の
仕
事
で
は
な
い
︒
科
学
者
た
ち
は
科
学
研
究
の
自
由
を
獲
得
す
る
た

め
に
︑
そ
の
代
償
と
し
て
︑
社
会
に
お
け
る
科
学
の
応
用
の
自
由
を
手
放

し
た
の
だ
・
・
・
外
側
の
社
会
︑
と
く
に
宗
教
的
権
威
や
政
治
的
権
力
は
︑

科
学
の
研
究
に
干
渉
す
る
な
︑
科
学
も
外
側
の
社
会
で
の
科
学
の
実
用
に

−      （19）−
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文
句
は
い
わ
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
研
究
の
自
由
を
獲
得
す
る
だ
け
で
も
︑

ど
れ
ほ
ど
多
く
の
犠
牲
が
払
わ
れ
た
か
は
︑
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
歴

史
が
無
言
の
雄
弁
で
も
の
が
た
っ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
︒﹂16

し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
︑
こ
の
過
程
は
同
時

に
理
論
と
し
て
の
科
学
が
﹁
没
価
値
的
性
格
﹂
を
お
の
れ
の
本
性
と
し
て

受
け
入
れ
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
っ
た
︑
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
実
際
︑
科

学
者
は
一
方
の
﹁
理
論
認
識
の
世
界
﹂
で
は
主
体
と
し
て
自
己
を
形
成
し

な
が
ら
︑
他
方
の
﹁
応
用
や
現
実
の
世
界
で
は
︑
他
の
資
格
の
諸
主
体
﹂

に
対
し
て
主
導
権
を
手
わ
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
17
︒

久
野
の
言
説
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
言
え
ば
︑
科
学
は
︑
社
会
的
現
実
に

は
関
与
し
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
︑
没
価
値
的
で
あ
る
﹁
理
論
認
識

の
世
界
で
こ
そ
主
体
﹂
と
し
て
ふ
る
ま
い
な
が
ら
も
︑
技
術
が
関
与
す
る

﹁
応
用
や
現
実
の
世
界
で
は
︑
他
の
資
格
の
諸
主
体
﹂
に
主
導
権
を
ひ
き
わ

た
す
態
度
決
定
︵
つ
ま
り
は
没
価
値
性
と
し
て
の
客
観
性
や
中
立
性
の
選

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

択
︶
を
そ
の
初
発
か
ら
価
値
判
断
と
し
て
行
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︑
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒

現
に
︑
久
野
は
︑
科
学
の
﹁
価
値
実
現
の
具
体
的
行
動
と
意
識
的
に
無

4

4

4

4

4

関
係
な
立
場
に
た
つ

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
︵
科
学
の
︶
態
度
決
定
が
お
こ
な
わ
れ
る
と

こ
ろ
に
︑
じ
つ
は
最
大
の
問
題
の
一
つ
が
潜
ん
で
い
る
﹂18
︑
と
的
確
に
述

べ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
科
学
の
没
価
値
的
な
態
度
決
定
は
︑﹁
神
や
人
間

は
も
ち
ろ
ん
︑
悪
魔
で
さ
え
も
﹂︑
科
学
の
基
礎
理
論
や
そ
の
成
果
を
読
み
︑

活
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
19
︒

こ
う
し
た
近
代
科
学
の
没
価
値
的
な
態
度
決
定
は
︑
た
し
か
に
﹁
科
学

の
研
究
の
内
側
へ
価
値
判
断
の
忍
び
込
む
の
を
排
除
す
る
方
向
で
は
︑
プ

ラ
ス
的
役
割
﹂
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
他
方
で
は
﹁
科

学
の
外
側
の
価
値
と
反
価
値
﹂︑
つ
ま
り
﹁
善
と
悪
︑
正
義
と
不
正
義
︑
自

由
と
隷
属
︑
平
等
と
不
平
等
の
よ
う
な
根
源
的
対
立
に
︑
没
価
値
的
態
度

を
と
ら
せ
る
結
果
は
︑
か
な
ら
ず
し
も
プ
ラ
ス
的
役
割
だ
け
﹂
を
果
た
す

こ
と
に
は
な
ら
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
久
野
が
言
う
よ
う
に
︑
共
約
不
可
能

な
多
元
的
な
価
値
の
相
剋
が
決
し
て
な
く
な
ら
な
い
社
会
現
実
︑
例
え
ば

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
︵M

ax W
eber, 1864

︲1920

︶
の
言
う
世
界
観
や

価
値
観
︑
秩
序
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
神
々
の
永
遠
の
闘
争
に
あ
っ

て
︑
科
学
が
没
価
値
的
態
度
を
選
択
す
る
こ
と
は
︑
残
虐
行
為
︵
例
え
ば
︑

﹁
数
百
万
人
に
お
よ
ぶ
罪
な
き
人
々
を
や
き
殺
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
〝
ガ
ス
殺

人
室
〟︑
東
京
︑
コ
ベ
ン
ト
リ
ー
︑
ド
レ
ス
デ
ン
の
〝
じ
ゅ
う
た
ん
爆
撃
〟︑

ヒ
ロ
シ
マ
︑
ナ
ガ
サ
キ
の
原
子
爆
弾
︑
ベ
ト
ナ
ム
で
の
〝
無
差
別
爆
撃
〟﹂︑

﹁
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
を
お
び
や
か
す
殺
人
交
通
機
関
︑
有
害
食
品
︑
大

気
︑
河
川
︑
海
水
の
は
げ
し
い
汚
染
﹂
な
ど
︶
を
傍
観
す
る
こ
と
で
あ
り
︑

そ
れ
ゆ
え
そ
の
残
虐
行
為
に
加
担
す
る
こ
と
と
そ
れ
は
同
義
だ
か
ら
で
あ

る
︒
こ
こ
か
ら
以
下
の
よ
う
な
久
野
の
問
い
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
︒
い

わ
く
︑﹁
こ
れ
ら
の
残
虐
行
為
は
︑
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
積
極
的
参
加

が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
か
︒﹂20
あ
る
い
は
﹁
問
題
は
︑
科
学
と
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
誤
用
で
あ
っ
て
︑
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
責
任
で
は
な
い
︑

と
い
な
お
っ
て
す
ま
さ
れ
る
か
︑
ど
う
か
で
あ
る
︒﹂21
︑
と
︒

こ
の
久
野
の
問
い
は
重
要
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
先
の
論
考
に
お
い
て

検
討
し
た
武
谷
三
男
の
科
学
・
技
術
思
想
︑
つ
ま
り
善
で
も
悪
で
も
な
い

科
学
・
技
術
を
社
会
が
誤
用
し
悪
用
す
る
と
こ
ろ
に
問
題
の
根
本
を
見
定

め
る
発
想
法
を
再
検
討
す
る
た
め
の
視
座
を
提
供
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
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し
か
し
︑
久
野
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
問
題
の
本
質
は
武
谷
の
言
う
よ
う
な
科

学
・
技
術
の
誤
用
論
︑
つ
ま
り
本
来
的
に
善
で
も
悪
で
も
な
い
科
学
や
技

術
を
社
会
が
正
し
く
利
用
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
じ
つ

は
﹁
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
ひ
そ
ん
で
い
る
︒﹂22
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑

﹁
自
然
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
没
価
値
的
性
格
は
︑
社
会
的
現
実
の
再
生

産
過
程
の
中
で
は
︑
こ
の
再
生
産
過
程
を
支
配
す
る
価
値
体
系
に
︑
事
実

と
し
て
は
支
配
さ
れ
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
︒﹂23
︑
と
い
う
問
題
が
控
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
自
然
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
没
価
値
的
性
格
﹂
は
︑

そ
の
選
択
さ
れ
た
性
格
の
ゆ
え
に
︑
こ
の
社
会
現
実
を
再
生
産
し
支
配
す

る
価
値
体
系
と
じ
つ
は
親
和
的
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
科
学
・
技
術
は
社

会
現
実
を
支
配
し
支
え
再
生
産
す
る
価
値
体
系
に
従
っ
て
作
動
す
る
こ
と

に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
で
言
わ
れ
る
社
会
的
現
実
を
支
配
し
再
生
産
す
る
価

値
体
系
の
本
体
と
は
な
に
か
︒
久
野
に
よ
れ
ば
︑﹁
科
学
理
論
の
外
側
に

あ
っ
て
︑
科
学
者
た
ち
か
ら
科
学
理
論
を
う
け
と
っ
て
︑
産
業
や
国
策
に

応
用
化
し
︑
実
用
化
す
る
実
践
主
体
﹂
の
﹁
自
然
や
社
会
︑
そ
れ
ど
こ
ろ

か
人
間
主
体
ま
で
も
︑
客
体
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
︑
思
い
ど
お
り
に
操

縦
し
︑
支
配
し
た
い
と
い
う
︑〝
権
力
欲
〟﹂24
こ
そ
が
そ
の
本
体
に
ほ
か
な

ら
な
い
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
科
学
理
論
が
バ
ラ
バ
ラ
な
没
価
値
的
仮
説
か

ら
構
成
さ
れ
る
の
は
︑﹁
社
会
的
現
実
の
︑〝
権
力
欲
〟
の
要
求
に
積
極
的

に
応
じ
る
た
め
﹂25
な
の
で
あ
る
︒

以
下
の
久
野
の
言
説
は
︑
科
学
に
よ
る
客
観
的
な
法
則
性
の
発
見
と
技

術
に
よ
る
そ
の
意
識
的
適
用
に
伏
藏
さ
れ
る
原
罪
性
な
ど
本
来
的
に
認
め

な
い
武
谷
の
言
説
に
は
な
い
視
座
を
︑
久
野
は
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
︒
あ
る
い
は
︑
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ
れ
で
も
が
読
み
︑
再
現
︵
追

試
︶
し
︑
活
用
で
き
る
抽
象
的
で
普
遍
的
な
自
然
法
則
の
発
見
願
望
の
な

か
に
伏
藏
さ
れ
る
科
学
の
原
罪
性
を
鋭
く
捉
え
問
う
た
朝
永
や
唐
木
の
言

説
が
欠
落
さ
せ
て
い
た
視
座
を
︑
久
野
は
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
︒
思
う
に
︑
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
留
意
す
べ
き
な
の
は
︑
科
学･

技
術

に
み
ら
れ
る
抽
象
的
で
普
遍
的
な
自
然
法
則
の
発
見
願
望
の
な
か
に
は
︑

自
然
を
単
な
る
素
材
と
し
て
数
量
化
し
対
象
化
し
て
︑
仮
説
と
実
験
と
い

う
人
間
の
拷
問
に
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
へ
と
力
ず
く
で
介
入
し
︑

そ
の
秘
密
を
暴
き
出
そ
う
と
す
る
不
気
味
な
暴
力
性
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ

の
種
の
力
を
徴
発
性
︵G

e-stell

︶
と
呼
ぶ
26
―
が
伏
藏
さ
れ
て
い
る
︑
と
い

う
点
で
あ
る
27
︒

社
会
的
現
実
の
中
に
渦
巻
く
権
力
欲
や
利
害
状
況
と
無
関
係
で
は
な
い

こ
の
科
学
・
技
術
の
視
座
構
造
に
つ
い
て
︑
久
野
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う

に
分
析
し
て
い
る
︒
い
わ
く
︑﹁
知
識
材
料
を
仮
説
の
形
式
に
整
理
し
︑
多

様
な
事
実
を
理
論
的
枠
組
み
に
包
摂
し
︑
こ
の
理
論
的
枠
組
み
を
で
き
る

だ
け
単
純
化
し
︑
無
矛
盾
化
す
る
﹂﹁
近
代
科
学
の
自
明
化
さ
れ
た
原
理
﹂

は
︑
し
か
し
﹁
物
理
的
自
然
や
人
間
的
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
︑
経
済
的
社

会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
思
い
の
ま
ま
に
操
縦
し
た
い
と
い
う
〝
権
力
欲
〟
の

命
令
に
︑
積
極
的
に
身
を
あ
わ
せ
た
近
代
科
学
の
視
座
構
造
で
も
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
視
座
構
造
は
︑
科
学
一
般
の
立
場
と
し
て
︑
え
ら
び
と
ら

れ
︑
構
築
さ
れ
た
視
座
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒﹂28
︑
と
︒

思
う
に
︑
久
野
が
こ
こ
に
言
う
﹁
近
代
科
学
の
視
座
構
造
﹂
と
は
︑
社

会
現
実
の
複
雑
性
を
縮
減
し
︑
予
期
可
能
性
領
域
を
拡
張
し
よ
う
と
意
欲

す
る
力
へ
の
意
志
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
選
び
取
ら
れ
︑
構
築
さ
れ
た
客
観

−      （21）−

人文研究　第 11 号（2019 年度）

256



的
か
つ
中
立
的
な
科
学
一
般
の
立
場
の
こ
と
で
あ
る
︒
か
く
し
て
︑
こ
う

し
た
視
座
構
造
を
も
つ
科
学
が
客
観
的
か
つ
中
立
的
に
︑
つ
ま
り
没
価
値

的
に
追
求
す
る
合
理
性
は
避
け
が
た
く
細
分
化
さ
れ
て
ゆ
き
︑﹁
社
会
的
現

実
全
体
の
無
計
画
的
再
生
産
過
程
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
︑〝
思
い
の
ほ
か
〟︑

の
結
果
を
よ
び
お
こ
す
﹂
29
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
︒

久
野
は
以
上
の
議
論
を
総
括
し
て
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒﹁
近
代
科
学
の

理
論
概
念
の
視
座
構
造
と
︑
こ
の
構
造
か
ら
結
果
す
る
構
造
的
論
理
が
︑

社
会
的
現
実
の
再
生
産
過
程
の
中
で
︑
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ギ
ー
に
指
定
さ
れ

て
い
る
機
能
と
対
応
し
て
い
る
と
い
う
︑
重
大
な
歴
史
的
事
実
で
あ
る
︒﹂30

以
上
の
よ
う
に
︑
久
野
は
近
代
の
科
学
や
技
術
の
視
座
構
造
を
現
実
の

社
会
が
も
つ
支
配
的
な
価
値
体
系
と
表
裏
一
体
の
も
の
と
捉
え
た
う
え
で
︑

そ
の
先
に
﹁
科
学
の
社
会
的
機
能
そ
の
も
の
﹂
の
変
革
の
可
能
性
を
模
索

し
て
︑
以
下
の
よ
う
な
言
説
︵
問
題
提
起
︶
を
残
し
て
い
る
︒
こ
の
言
説

は
ヒ
ロ
シ
マ
と
ナ
ガ
サ
キ
の
原
爆
︑
そ
し
て
フ
ク
シ
マ
原
発
震
災
を
経
験

し
つ
つ
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
心
か
ら
し
て
︑
重
い
応
答
で
あ
り
︑
極

め
て
示
唆
深
い
指
摘
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　

 

科
学
者
は
︑
科
学
者
と
し
て
は
社
会
的
現
実
か
ら
指
定
さ
れ
る
社
会

的
機
能
を
あ
く
ま
で
忠
実
に
実
行
す
れ
ば
よ
い
︒
科
学
の
社
会
的
機

能
の
変
革
は
︑
世
界
観
︑
人
生
観
を
も
っ
た
科
学
者
が
︑
市
民
と
い

う
別
の
資
格
で
︑
あ
る
い
は
投
票
行
動
で
︑
あ
る
い
は
政
党
支
持
に

よ
っ
て
︑
あ
る
い
は
政
党
加
盟
に
よ
っ
て
︑
あ
る
い
は
革
命
組
織
に

よ
っ
て
︑
間
接
的
に
実
践
す
れ
ば
よ
い
︒
自
由
主
義
の
科
学
理
論
は
︑

こ
れ
ま
で
︑
こ
の
問
題
に
︑
そ
の
よ
う
に
答
え
て
き
た
︒・
・
・
科
学

は
没
価
値
的
で
あ
る
が
︑
科
学
者
は
価
値
判
断
的
で
あ
る
︑
と
い
う

守
則
が
︑
自
由
主
義
の
科
学
理
論
で
あ
る
︒・
・
・
こ
の
よ
う
な
自
由

主
義
の
科
学
理
論
へ
の
疑
問
は
︑
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
の
爆
弾
と
し

て
の
実
用
化
︑
原
子
力
の
原
水
爆
と
し
て
の
実
用
化
は
︑
科
学
者
と

し
て
は
何
も
い
う
こ
と
が
な
く
︑
反
対
行
動
は
︑
国
民
︑
市
民
︑
人

類
の
一
員
と
し
て
︑
や
れ
ば
よ
い
の
だ
と
い
う
論
理
だ
け
で
す
ま
さ

れ
な
い
と
い
う
問
題
と
な
っ
て
結
晶
す
る
︒
科
学
者
と
し
て
の
任
務

は
︑
せ
い
ぜ
い
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
や
原
子
力
の
発
見
ま
で
で
あ
っ

て
︑
そ
れ
以
後
の
具
体
的
実
用
化
へ
の
賛
否
は
︑
他
の
責
任
で
お
こ

な
え
︑
と
い
っ
て
す
む
か
ど
う
か
︒31

わ
れ
わ
れ
は
フ
ク
シ
マ
原
発
震
災
以
降
︑
多
く
の
科
学
者
・
技
術
者
︑

学
者
・
専
門
家
︑
国
家
官
僚
︑
為
政
者
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑
メ
デ
ィ
ア

の
解
説
者
や
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
た
ち
か
ら
そ
れ
と
な
く
語
り
出
さ
れ
る
安

心
・
安
全
の
諸
言
説
︵
つ
ま
り
安
全
神
話
︶32
に
接
し
て
︑
ど
こ
か
名
状
し

が
た
い
違
和
感
や
不
信
感
︑
底
知
れ
ぬ
不
安
や
恐
怖
を
抱
い
た
の
み
な
ら

ず
︑
鉛
の
よ
う
に
重
く
の
し
か
か
る
閉
塞
感
と
絶
望
感
に
依
然
と
し
て
襲

わ
れ
つ
づ
け
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
様
々
な
感
情
や
直
観
の
渦
巻

き
は
ど
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
到
来
し
︑
ま
た
そ
の
本
体
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
の
か
︒
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
ど
れ
ほ
ど
真
剣
に
く
り

か
え
し
分
析
し
︑
深
く
考
え
︑
根
本
か
ら
反
省
し
て
み
た
で
あ
ろ
う
か
33
︒

こ
う
し
た
課
題
に
と
り
く
む
に
際
し
て
︑
以
上
に
み
た
久
野
の
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
問
い
と
応
答
の
た
め
の
分
析
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
本
論
考
に
お
い
て
設

定
す
る
問
題
の
分
析
を
深
め
︑
徹
底
的
に
考
え
抜
く
た
め
の
貴
重
な
手
が
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か
り
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒

Ⅳ　

資
本
主
義
的
精
神
と
科
学
・
技
術
文
明
の
暴
走

一　

政
治
経
済
体
制
の
構
造
と
科
学
・
技
術
の
様
式

以
上
に
み
た
よ
う
に
︑
科
学
の
視
座
構
造
や
そ
の
科
学
に
よ
っ
て
探
究

さ
れ
る
客
観
的
法
則
性
の
生
産
実
践
に
お
け
る
意
識
的
適
用
と
し
て
の
技

術
を
問
う
こ
と
は
︑
久
野
の
言
う
と
お
り
︑
実
際
に
は
﹁
善
と
悪
︑
正
義

と
不
正
義
︑
自
由
と
隷
属
︑
平
等
と
不
平
等
の
よ
う
な
根
源
的
対
立
﹂
を

恒
常
的
に
奥
深
く
内
包
す
る
社
会
的
現
実
の
﹁
再
生
産
過
程
を
支
配
す
る

価
値
体
系
﹂
と
﹁
相
互
共
軛
的
﹂
関
係
に
あ
る
科
学
や
技
術
の
社
会
的
機

能
を
問
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
科
学
や
技
術

の
社
会
的
機
能
を
そ
の
背
後
か
ら
規
定
し
て
い
る
社
会
的
現
実
の
生
産
過

程
と
﹁
再
生
産
過
程
を
支
配
す
る
価
値
体
系
﹂
な
る
も
の
の
本
体
が
︑
当

然
な
が
ら
次
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
わ
れ

わ
れ
が
こ
こ
で
問
う
べ
き
社
会
的
現
実
の
生
産
過
程
と
﹁
再
生
産
過
程
を

支
配
す
る
価
値
体
系
﹂
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が

改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

言
う
ま
で
も
な
く
︑
こ
の
問
題
の
考
察
に
際
し
て
は
︑
何
よ
り
も
ま
ず

周
知
の
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
︵K

arl M
arx 1818

︲1883

︶
の
未
完
の
労
作
﹃
資

本
論
―
経
済
学
批
判
﹄︵D

as K
apital: K

ritik der politischen Ö
konom

ie

︶

が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
と
は
言
え
︑
誌
面
の
制
約
上
マ
ル
ク
ス

﹃
資
本
論
﹄
に
関
す
る
分
析
や
解
釈
に
こ
こ
で
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
34
︒

し
か
し
こ
れ
に
代
え
て
︑
や
が
て
書
か
れ
る
べ
き
科
学
・
技
術
の
﹁
資
本

論
﹂
を
射
程
に
収
め
て
展
開
さ
れ
る
吉
岡
斉
︵
一
九
五
三
︲
二
〇
一
八
︶

の
労
作
﹃
科
学
文
明
の
暴
走
過
程
﹄
に
み
ら
れ
る
言
説
に
注
目
し
︑
考
察

の
手
が
か
り
に
し
た
い
と
考
え
る
︒

吉
岡
は
﹁
政
治
経
済
体
制
の
構
造
と
︑
そ
こ
に
お
い
て
育
ま
れ
る
科
学

技
術
の
様
式
と
が
︑
密
接
な
対
応
関
係
を
持
つ
﹂
と
の
視
座
か
ら
︑
資
本

主
義
的
生
産
様
式
の
経
済
過
程
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
﹁
知
的
過

程
の
本
質
的
部
分
と
し
て
近
代
自
然
科
学
的
な
思
考
形
態
の
発
展
が
も
た

ら
さ
れ
た
﹂35

と
す
る
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ゾ
ー
ン
・
レ
ー
テ
ル
︵A

lfred 

Sohn-R
ethel 1899

︲1990

︶
の
思
想
に
注
目
す
る
36
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
近
代

自
然
科
学
的
な
思
考
形
態
の
源
流
は
古
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
﹂

と
は
言
え
︑﹁
そ
れ
が
正
当
な
自
然
観
と
し
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
掌
握
し
た
の

は
近
代
以
降
﹂37
だ
か
ら
で
あ
る
︒
吉
岡
は
︑
こ
の
よ
う
に
発
想
す
る
ゾ
ー

ン
・
レ
ー
テ
ル
の
思
想
︵
基
本
的
な
考
え
方
︶
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め

て
い
る
︒
い
わ
く
︑﹁
商
品
交
換
経
済
の
拡
大
に
伴
い
﹃
交
換
抽
象
﹄
の
観

念
が
影
響
力
を
増
し
︑
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
人
間
の
実
践
的
行
為
︹
つ
ま

り
使
用
価
値
︺
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
︑
普
遍
妥
当
的
な
合
理
性
︹
つ

ま
り
交
換
価
値
︺
を
志
向
す
る
︑
理
論
的
自
然
認
識
の
思
考
形
態
が
成
長

し
た
の
だ
﹂38
︑
と
︒
吉
岡
は
︑
こ
の
考
え
を
敷
衍
し
て
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
︒

　

 
資
本
制
的
生
産
様
式
の
発
展
過
程
は
︑
経
済
的
過
程
と
知
的
過
程
と

の
﹁
相
互
共
軛
的
﹂
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
︑
ま

た
知
的
過
程
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
社
会
観
の
変
化
と
自
然
観
の
変
化

の
こ
れ
ま
た
﹁
相
互
共
軛
的
﹂
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︑
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒39

さ
ら
に
吉
岡
は
こ
の
﹁
相
互
共
軛
的
﹂
関
係
性
を
指
摘
し
な
が
ら
︑﹁
い

く
ら
詮
索
し
て
も
︑
ゾ
ー
ン
・
レ
ー
テ
ル
の
一
般
論
よ
り
も
有
意
義
な
知

見
が
得
ら
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
﹂
と
述
べ
︑﹁﹃
科
学
の
資
本
へ
の
転
化
﹄

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
見
地
か
ら
︑
資
本
制
と
科
学
技
術
と
の
同
型
性
お

よ
び
整
合
性
﹂40
へ
の
探
求
へ
と
歩
む
の
で
あ
る
︒

思
う
に
︑﹁
科
学
の
原
罪
性
﹂
や
科
学
・
技
術
文
明
の
呪
縛
か
ら
の
解
放

を
考
え
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
︑
吉
岡
の
こ
の
言
説

に
は
問
題
の
さ
ら
な
る
原
理
的
な
探
求
に
対
す
る
不
徹
底
性
が
み
ら
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
と
は
言
え
︑
以
上
の
﹁
科
学
の
資
本
へ
の
転
化
﹂
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
見
地
に
立
つ
吉
岡
の
言
説
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
先
に
設

定
し
た
社
会
的
現
実
の
生
産
過
程
と
再
生
産
過
程
を
支
配
す
る
価
値
体
系

と
は
な
に
か
︑
と
い
う
問
い
へ
の
科
学
社
会
学
的
な
応
答
の
試
み
で
あ
る

と
言
え
よ
う
︒
こ
の
吉
岡
の
応
答
に
従
え
ば
︑
久
野
の
言
う
社
会
的
現
実

の
生
産
過
程
と
再
生
産
過
程
を
支
配
す
る
価
値
体
系
の
本
体
と
は
︑
要
す

る
に
科
学
・
技
術
を
採
り
入
れ
な
が
ら
価
値
増
殖
を
果
た
そ
う
と
す
る
資

本
の
意
志
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
41
︒

吉
岡
は
︑
こ
の
資
本
の
価
値
増
殖
へ
の
限
り
な
い
意
志
を
﹁
資
本
主
義

的
精
神
﹂
と
捉
え
て
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒
い
わ
く
︑
資
本
主
義
的
精
神

と
は
﹁
自
己
拡
大
再
生
産
︵
自
己
増
殖
︶
の
た
め
の
諸
資
源
の
合
理
的
・

効
率
的
運
用
の
理
念
と
︑
そ
の
背
景
に
あ
る
操
作
主
義
的
な
社
会
観
・
自

然
観
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
無
政
府
的
な
膨
張
社
会
﹂
と
し
て
現
象
す
る
︑

と
42
︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
﹁
資
本
主
義
的
精
神
﹂
に
支
え
ら
れ
た
﹁
無
政
府

的
な
膨
張
社
会
﹂
が
産
み
出
す
過
度
の
生
産
力
と
こ
れ
に
支
え
ら
れ
る
ハ

イ
リ
ス
ク
な
科
学
・
技
術
文
明
の
暴
走
を
さ
し
止
め
転
換
さ
せ
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
の
か
︒
こ
の
問
い
へ
の
吉
岡
の
応
答
は
︑
手
垢
に
ま
み
れ
た

﹁﹃
社
会
主
義
﹄
ビ
ジ
ョ
ン
の
再
構
築
と
い
う
発
想
法
で
︑
こ
の
問
題
に
ア

プ
ロ
ー
チ
で
き
る
の
で
は
な
い
か
﹂43
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑

﹁
生
産
力
の
抑
制
︵
な
い
し
調
整
︶
を
︑
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
社
会
主
義
の

主
要
な
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
﹂44
か
ら
だ
︑
と
吉
岡
は
言
う
︒

　
二　

生
産
力
の
抑
制
と
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
次
に
わ
れ
わ
れ
が
吉
岡
と
と
も
に

設
定
す
べ
き
は
︑
生
産
力
の
抑
制
を
抑
圧
と
は
考
え
な
い
︑
そ
れ
ゆ
え
わ
れ

わ
れ
と
は
﹁
異
な
る
価
値
観
を
持
っ
た
近
未
来
人
﹂45
の
思
想
と
行
動
と
は
︑

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︑
と
い
う
問
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
問

い
に
関
連
し
て
︑
吉
岡
は
︑﹁
私
の
構
想
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
社
会
体

制
に
お
い
て
は
︑
生
産
力
の
み
な
ら
ず
科
学
技
術
も
ま
た
︑
野
放
図
な
発

展
を
抑
制
さ
れ
る
﹂46
と
述
べ
︑
さ
ら
に
﹁
私
は
あ
く
ま
で
マ
ク
ロ
合
理
性

と
社
会
主
義
的
公
正
の
二
つ
の
理
念
が
満
た
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
体
制
は

ど
う
い
う
も
の
か
︑
と
い
う
テ
ー
マ
を
追
求
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
﹂47
と

述
べ
て
︑
以
下
の
よ
う
な
重
要
な
言
説
を
わ
れ
わ
れ
に
残
し
て
い
る
︒

　

 

筆
者
が
強
調
し
た
い
こ
と
は
︑
生
産
力
抑
制
が
必
ず
し
も
人
間
的
欲

求
の
抑
圧
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒・
・
・

エ
コ
ロ
ジ
ー
的
限
界
を
踏
み
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
は
︑
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生
産
力
信
仰
に
ど
っ
ぷ
り
漬
か
っ
た
現
代
人
に
と
っ
て
耐
え
が
た
い

も
の
で
あ
る
が
︑
異
な
る
価
値
観
を
も
っ
た
近
未
来
人
に
と
っ
て
は

造
作
も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
に
真
に
解
放
的
な
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ブ
な
社
会
体
制
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
︑
エ
コ
ロ
ジ
ー
で
あ
れ
何
で

あ
れ
︑﹁
限
界
を
踏
み
越
え
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
い
っ
た
自
己
抑
圧
的
思

考
か
ら
は
決
し
て
生
ま
れ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
︒48

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
限
界
﹂
を
踏
み
越
え
る
こ

と
な
く
︑
同
時
に
生
産
力
信
仰
と
自
己
抑
圧
的
思
考
に
も
与
し
な
い
﹁
近

未
来
人
﹂
の
価
値
観
や
世
界
観
︑
つ
ま
り
は
彼
ら
の
思
想
と
行
動
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
吉
岡
は
﹁
近
代
科
学
的
合
理
主

義
と
地
球
人
的
価
値
観
の
融
合
体
﹂49
と
い
う
独
自
の
世
界
観
を
提
起
し
︑

そ
こ
か
ら
﹁
現
代
科
学
技
術
の
問
題
点
と
そ
の
打
開
策
を
︑
あ
く
ま
で
も

客
観
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て
克
明
に
描
き
出
す
こ
と
﹂
を
め
ざ
す

﹁
科
学
技
術
構
造
学
﹂
体
系
の
構
想
へ
と
向
か
う
50
︒
こ
の
意
味
に
お
い
て
︑

こ
の
問
い
へ
の
積
極
的
な
応
答
は
吉
岡
の
﹃
科
学
文
明
の
暴
走
過
程
﹄
に

は
読
み
取
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
こ
で
︑
わ
れ
わ
れ
は
吉
岡
と
は
別
の
立
場
か
ら
︑
環
境
運
動
や
環
境

倫
理
思
想
に
み
ら
れ
る
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
を
手
が
か
り
に
し

て
︑
こ
の
問
い
に
と
り
く
む
こ
と
に
し
た
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
わ
れ
わ
れ
が

こ
の
問
い
に
と
り
く
む
際
に
︑
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
は
大
き
な

手
が
か
り
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
ノ
ル

ウ
ェ
ー
の
哲
学
者
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
︵A

rne N
aess 1912

︲2009 

︶
が
論
考

﹁
シ
ャ
ロ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
と
長
期
的
視
野
に
立
っ
た
デ
ィ
ー
プ
・
エ

コ
ロ
ジ
ー
﹂︵ʻT

he Shallow
 and the D

eep, L
ong-R

ange Ecology 

M
ovem

entsʼ

︶
に
お
い
て
提
起
し
た
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
運
動
と
思

想
に
注
目
し
た
い
と
思
う
︒
こ
の
考
え
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
シ
ャ

ロ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
へ
の
ネ
ス
の
批
判
と
克
服
が
含
意
さ
れ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
で
言
わ
れ
る
シ
ャ
ロ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
︵The 
Shallow

 Ecology M
ovem

ent

︶
と
は
ど
の
よ
う
な
思
想
で
あ
ろ
う
か
︒
小

坂
国
継
︵
一
九
四
三
︲
︶
の
整
理
に
従
え
ば
︑
シ
ャ
ロ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー

運
動
と
は
﹁
環
境
の
汚
染
と
資
源
の
枯
渇
に
対
す
る
取
り
組
み
で
あ
り
︑

環
境
の
保
全
︵conservation

︶
を
目
指
し
た
運
動
で
あ
る
︒
こ
の
運
動
は

人
間
中
心
的
な
︵anthropo-centric

︶
立
場
か
ら
︑
特
に
先
進
国
の
人
々
の

健
康
と
物
質
的
な
豊
か
さ
の
維
持
と
向
上
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹂51

こ
れ
に
対
し
て
︑
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
︵The D

eep Ecology 

M
ovem

ent

︶
と
は
ど
の
よ
う
な
思
想
で
あ
ろ
う
か
︒
お
な
じ
く
小
坂
の
整

理
に
従
え
ば
︑
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
と
は
﹁
生
態
系
中
心
主
義

的
な
︵eco-centric

︶
立
場
か
ら
環
境
の
保
存
を
め
ざ
す
運
動
で
あ
る
︒・・・

こ
の
運
動
は
生
態
系
全
体
と
い
う
広
い
全
体
論
的
な
︵holistic

︶
立
場
か
ら

一
種
の
生
命
平
等
主
義
︵bio-egalitarianism

︶
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
環

境
保
護
を
展
開
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹂52

こ
う
し
た
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
基
本
的
な
考
え
方
は
︑
周
知
の

よ
う
に
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
︵A

ldo Leopold 1887

︲1948

︶
が
提
唱
し

た
﹁
土
地
倫
理
﹂︵land ethic

︶
を
継
承
・
発
展
さ
せ
た
も
の
と
言
え
よ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
は
︑
ネ
ス
に
よ
れ
ば
︑
以

下
の
七
つ
の
特
性
を
も
つ
︒
㈠　

世
界
を
原
子
論
的
に
で
は
な
く
︑
関
係

論
的
で
全
体
野
︵
ト
ー
タ
ル
・
フ
ィ
ー
ル
ド
︶
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
︒
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㈡　

生
命
圏
平
等
主
義
︵biospherical egalitarianism

︶
に
立
脚
す
る
︒
㈢　

多
様
性
︵diversity

︶
と
共
生
︵sym

biosis

︶
の
原
理
に
立
脚
す
る
︒
㈣　

反
階
級
制
度
︵anti-class posture

︶
の
姿
勢
を
と
る
︒
㈤　

環
境
汚
染
や
資

源
枯
渇
に
対
す
る
闘
い
を
支
持
す
る
︒
㈥　

乱
雑
さ
と
は
区
別
さ
れ
た
意

味
で
の
複
雑
性
︵com

plexity

︶
を
支
持
す
る
︒
㈦　

地
方
自
治
と
分
権
化

を
支
持
す
る
53
︒

こ
う
し
た
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
七
つ
の
特
質
は
︑
小
坂
に
よ
れ

ば
そ
の
背
後
に
近
代
精
神
へ
の
異
議
申
し
立
て
が
控
え
て
い
る
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
︒
そ
の
第
一
は
︑
西
欧
近
代
の
支
配
的
精
神
へ
の
異
議
申
し

立
て
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
㈠　

個
体
主
義
的
︑
原
子
論
的
な
世
界
観

か
ら
︑
関
係
論
的
︑
全
体
論
的
な
世
界
観
へ
と
進
も
う
と
し
て
い
る
︒
㈡　

人
間
中
心
的
︑
位
階
制
的
な
考
え
方
︵﹁
神
の
似
姿
﹂︹im

ago D
ei

︺︑﹁
統

治
者
﹂
と
し
て
の
人
間
観
︶
か
ら
︑
生
命
平
等
主
義
的
︑
反
階
級
制
度
的

な
考
え
方
︵
世
界
の
一
構
成
員
と
し
て
の
人
間
と
生
命
：
す
べ
て
も
の
の

固
有
の
権
利
：
一
切
の
抑
圧
と
差
別
の
拒
否
︶
へ
と
進
も
う
と
し
て
い
る
︒

㈢　

生
命
の
多
様
性
と
複
雑
性
の
下
で
の
調
和
的
な
共
生
を
模
索
す
る
も

の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
近
代
の
精
神
は
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
原
理
の

単
純
化
・
モ
ノ
ト
ー
ン
︵
均
質
化
︶
を
目
指
し
て
き
た
が
︑
デ
ィ
ー
プ
・

エ
コ
ロ
ジ
ー
は
反
対
に
自
然
や
社
会
に
お
け
る
多
様
性
や
複
雑
性
を
大
切

に
し
︑
ま
た
そ
の
多
様
で
複
雑
な
諸
要
素
や
階
級
や
種
相
互
の
調
和
の
と

れ
た
共
生
﹂
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
︒
㈣　

中
央
主
権
的
な
発
想
か
ら
︑

地
方
分
権
的
︑
地
域
分
権
的
な
発
想
へ
と
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
54
︒

以
上
の
よ
う
な
近
代
精
神
へ
の
異
議
申
し
立
て
を
内
包
す
る
デ
ィ
ー
プ
・

エ
コ
ロ
ジ
ー
の
思
想
と
運
動
が
到
達
す
る
の
は
︑﹁
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

︵platform

︶
原
則
﹂
と
呼
ば
れ
る
基
本
的
な
行
動
基
準
で
あ
る
︒
小
坂
の
整

理
に
従
え
ば
︑
具
体
的
に
は
以
下
の
八
ヵ
条
か
ら
な
る
原
則
が
そ
れ
で
あ

る
︒一　

 

地
球
上
に
お
け
る
人
間
と
他
の
生
命
の
幸
福
と
繁
栄
は
︑
そ
れ
自

体
の
価
値
︵
つ
ま
り
本
質
的
な
価
値
︑
固
有
の
価
値
︶
を
も
っ
て

い
る
︒
こ
れ
ら
の
価
値
は
︑
人
間
以
外
の
世
界
が
人
間
の
目
的
に

と
っ
て
有
し
て
い
る
有
用
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
︒

二　

 

生
命
の
豊
か
さ
と
多
様
性
は
こ
れ
ら
の
価
値
の
実
現
に
寄
与
す
る

し
︑
ま
た
そ
れ
は
そ
れ
自
身
で
価
値
を
有
し
て
い
る
︒

三　

 

人
間
は
不
可
欠
な
必
要
を
充
足
す
る
以
外
に
︑
こ
の
生
命
の
豊
か

さ
や
多
様
性
を
損
な
う
権
利
を
も
っ
て
い
な
い
︒

四　

 

人
間
的
生
命
と
文
化
の
繁
栄
と
︑
人
口
の
大
幅
な
減
少
と
は
矛
盾

し
な
い
︒
人
間
以
外
の
生
命
が
繁
栄
す
る
た
め
に
は
人
間
の
数
が

大
幅
に
減
少
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒

五　

 

今
日
に
お
け
る
自
然
界
に
対
す
る
人
間
の
干
渉
は
行
き
過
ぎ
て
お

り
︑
し
か
も
そ
の
状
況
は
急
速
に
悪
化
し
て
い
る
︒

六　

 

そ
う
だ
か
ら
こ
そ
︑
経
済
的
︑
技
術
的
︑
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
基

本
構
造
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
な
政
策
の
変
更
が
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒

七　
 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
変
更
は
︑
生
活
水
準
の
不
断
の
向
上
へ
の
執
着

を
捨
て
︑
生
活
の
質
を
評
価
す
る
こ
と
︵
＝
固
有
の
価
値
の
な
か

で
生
き
る
こ
と
︶
が
そ
の
主
た
る
内
容
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
大

き
い
こ
と
﹂
と
﹁
偉
大
で
あ
る
こ
と
﹂
の
違
い
が
深
い
次
元
で
自

覚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
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八　
 

以
上
の
項
目
に
同
意
す
る
人
は
︑
必
要
な
変
革
を
実
現
す
る
た
め

に
︑
直
接
︑
間
接
に
努
力
す
る
義
務
を
負
う
55
︒

今
日
︑
と
り
わ
け
﹁
フ
ク
シ
マ
以
後
︑
自
然
と
科
学
・
技
術
の
関
係
を
ど

う
み
る
か
﹂︑
と
い
う
問
い
は
︑
自
然
︵
実
体
と
し
て
は
原
子
核
︶
の
安
定
性

を
人
為
的
に
介
入
し
て
崩
壊
さ
せ
︑
そ
の
際
に
発
生
す
る
放
射
線
︵
ア
ル
フ
ァ

線
︑
ベ
ー
タ
線
︑
中
性
子
線
な
ど
の
粒
子
線
と
ガ
ン
マ
線
︑
エ
ッ
ク
ス
線
な

ど
の
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
電
磁
波
︶
に
よ
る
電
離
作
用
︵ionization

︶
に
よ
っ

て
生
命
の
本
体
で
あ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
︵
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
核
酸
：deoxyribonucleic 

acid

︶
を
毀
損
︑
劣
化
︵
細
胞
の
が
ん
化
に
結
び
つ
く
ゲ
ノ
ム
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
不

安
定
化
を
含
む
︶
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
破
壊
を
す
ら
客
観
的
に
可
能

に
す
る
原
子
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
解
放
︵
利
用
︶
を
求
め
つ
づ
け
て
い
る
産

業
文
明
に
お
け
る
自
然
と
科
学
・
技
術
と
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
と
い
う

問
い
と
︑
大
き
く
か
つ
深
く
重
な
り
合
う
の
で
あ
っ
て
56
︑
そ
れ
ゆ
え
こ
の

デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
思
想
と
運
動
を
吉
岡
の
構
想
す
る
﹁
科
学
技

術
構
造
学
﹂
の
観
点
な
ど
も
取
り
入
れ
︑
多
角
的
に
吟
味
し
な
が
ら
︑
ど

の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
思
想
と
運
動
を
主
体
的
に
担
い

展
開
す
る
の
か
︑
と
い
う
課
題
に
と
り
く
む
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒

Ⅴ　

結
論
的
考
察

Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン
︵Francis B

acon 1561

︲1626

︶
や
Ｒ
・
デ
カ
ル
ト
︵R

ené 

D
escartes 1596

︲1650

︶
の
理
性
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
機
械
的
で
無
機

的
な
近
代
の
自
然
観
の
限
界
性
に
思
い
至
り
︑
い
ま
や
そ
こ
か
ら
離
脱
し

て
︑
人
間
の
理
性
に
と
っ
て
は
予
期
不
可
能
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
自
己
を

内
発
的
に
創
出
す
る
主
体
︵
実
在
︶
と
し
て
の
自
然
観
へ
の
転
換
が
求
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
こ
う
し
た
自
己
創
出
す
る
主
体
︵
実

在
︶
と
し
て
の
自
然
を
支
配
・
開
発
・
搾
取
の
対
象
と
し
て
貶
め
て
捉
え

る
近
現
代
の
科
学
・
技
術
文
明
︵
＝
工
業
文
明
︶
の
呪
縛
・
思
い
込
み
か

ら
解
放
さ
れ
︑
複
雑
で
偶
有
的
な
生
け
る
根
源
的
な
自
然
︵
つ
ま
り
予
期

不
可
能
な
根
源
的
偶
有
性
と
し
て
顕
れ
る
自
己
運
動
す
る
物
質
の
可
知
性

と
不
可
知
性
︶57
へ
の
畏
敬
な
い
し
は
そ
の
受
容
か
ら
文
明
を
再
創
造
・
再

構
成
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒
わ
れ
わ
れ
の
世
界
認
識
の

基
本
を
︑
本
質
存
在
︵esse-essentiae

：
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
︶
の
追
求
か

ら
事
実
存
在
︵esse-existentiae

：
そ
れ
が
存
在
す
る
︶
の
受
容
へ
と
転
換

さ
せ
る
こ
と
を
︑
そ
れ
は
意
味
す
る
だ
ろ
う
58
︒
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
世
界

認
識
の
方
法
と
し
て
︑
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
＝
形
而
上
学
︵
超
自
然
学
︶

で
は
な
く
︑
ネ
ス
の
言
う
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
へ
の
転
換
59
︑
高
木
仁

三
郎
︵
一
九
三
八
︲
二
〇
〇
〇
︶
の
言
う
自
然
主
義
︵naturalism

︶
の
復

権
60
︑
あ
る
い
は
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
︵m

aterialism

：
万
有
を
生
み
出
す
力

と
し
て
の
自
然
＝
能
産
的
自
然
︹natura naturans

︺︶
の
再
評
価
と
復
権
へ

と
思
い
至
る
べ
き
で
あ
る
61
︒

ま
た
高
木
仁
三
郎
は
︑
労
作
﹃
い
ま
自
然
を
ど
う
み
る
か
﹄
の
な
か
で
︑

プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
神
話
か
ら
ヘ
シ
オ
ド
ス
︵Hēsiodos  740

︲670 B
.C

.

︶
の
正

義
と
し
て
の
自
然
論
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
︵A

ristotelēs 384

︲322B
. C

.

︶

の
宇
宙
論
︑
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
︵N

icolaus C
opernicus 1473

︲1543

︶
か
ら

ブ
ル
ー
ノ
︵G

iordano B
runo 1548

︲1600

︶︑
ニ
ュ
ー
ト
ン
︵Isaac N

ew
ton 

1642

︲1727

︶
へ
と
至
る
機
械
と
し
て
の
自
然
論
︑
ビ
ッ
ク
バ
ン
宇
宙
論
や
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ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
宇
宙
論
︑
開
放
定
常
系
と
し
て
の
地
球
像
や
ガ
イ

ア
理
論
な
ど
の
要
点
を
紹
介
し
た
後
︑
民
衆
世
界
︵
先
住
民
︶
に
み
ら
れ

る
自
然
像
や
石
牟
礼
道
子
︵
一
九
二
七
︲
二
〇
一
八
︶
の
﹃
苦
界
浄
土
﹄

の
世
界
に
︑
近
代
を
超
え
る
豊
か
な
可
能
性
や
射
程
を
み
い
だ
し
︑
高
く

評
価
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
高
木
と
の
思
想
交
流
の
あ
っ
た
花
崎
皋
平

︵
一
九
三
一
︲
︶
は
︑
石
牟
礼
の
思
想
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
︒
い
わ

く
︑
石
牟
礼
の
﹁
思
想
の
原
点
は
い
う
ま
で
も
な
く
水
俣
病
で
あ
る
︒
水

俣
か
ら
文
明
を
考
え
︑
水
俣
か
ら
宗
教
を
考
え
︑
水
俣
か
ら
人
類
が
生
き

な
お
す
モ
ラ
ル
を
考
え
直
す
︒﹂62
︑
と
︒
そ
の
石
牟
礼
の
現
世
を
超
え
る
思

想
性
は
﹁
人
間
と
自
然
が
分
離
し
て
い
な
い
全
的
世
界
の
希
求
﹂
と
し
て

あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
腐
敗
し
た
既
成
の
秩
序
や
意
識
を
否
定
し
︑
そ
れ
に

代
わ
る
正
義
や
人
権
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
精
神
の
営
み
﹂63
で
あ
る
︑
と

花
崎
は
言
う
︒

以
上
の
よ
う
に
石
牟
礼
の
思
想
の
原
点
を
見
定
め
る
花
崎
の
言
説
と
重

ね
合
わ
せ
な
が
ら
︑
わ
れ
わ
れ
は
自
然
主
義
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
る
以
下

の
高
木
の
結
論
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
自
然

主
義
者
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
︑
け
だ
し
自
己
の
外
な
る
も
の
と
し
て
の
自

然
を
自
己
か
ら
切
り
離
し
て
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
︒
私
た
ち
が

自
然
を
ど
う
み
る
か
︑
と
い
う
問
題
を
立
て
た
の
は
︑
私
た
ち
の
内
な
る

も
の
と
外
な
る
も
の
と
︑
自
然
が
二
つ
の
も
の
に
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
っ

た
状
況
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒﹂
そ
し
て
︑
こ
れ
ま
で
の

人
類
史
に
お
い
て
人
工
の
自
然
と
野
生
の
自
然
と
い
う
﹁
二
つ
の
自
然
﹂

に
引
き
裂
か
れ
分
裂
し
て
い
る
状
態
が
﹁
止
揚
さ
れ
る
と
き
に
は
︑
自
己

か
ら
離
れ
た
︑
抽
象
化
さ
れ
た
対
象
と
し
て
の
︿
自
然
﹀
は
解
消
さ
れ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
︒﹂64

こ
う
し
た
高
木
の
言
説
の
意
義
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
示
唆
深
い
花
崎
の

言
説
を
通
し
て
︑
よ
り
い
っ
そ
う
深
く
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
石
牟

礼
や
鈴
木
亨
︵
一
九
一
九
︲
︶
や
西
田
幾
多
郞
︵
一
八
七
〇
︲
一
九
四
五
︶

の
哲
学
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
花
崎
は
こ
う
語
る
︒﹁
自
己
そ
の
も
の
に

還
る
自
己
内
反
省
を
欠
い
た
︑
一
人
称
の
私
に
無
関
心
﹂
で
あ
る
客
観
的

な
科
学
の
世
界
は
︑﹁
三
人
称
判
断
世
界
﹂
に
成
立
す
る
﹁
無
人
称
判
断
世

界
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
無
人
称
判
断
世
界
﹂
に
成
立
す
る
客
観
的
な
科
学

の
世
界
は
︑
し
か
し
実
際
に
は
﹁
間
主
観
性
の
海
に
よ
っ
て
取
り
巻
か
れ

て
い
る
﹂
の
で
あ
っ
て
︑﹁
西
田
哲
学
が
い
う
行
為
的
自
己
と
﹃
表
現
的
世

界
﹄
の
関
係
の
構
造
の
中
で
﹂
捉
え
返
さ
れ
る
と
き
︑
そ
の
科
学
は
﹁
他

者
に
対
す
る
社
会
的
倫
理
的
責
任
や
自
然
環
境
に
対
す
る
配
慮
と
は
無
縁

に
︑
物
事
の
客
観
的
真
理
だ
け
を
追
究
す
る
も
の
だ
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
呪
縛
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒﹂65

換
言
す
れ
ば
︑
国
家
や
資
本
の
論
理
︵
つ
ま
り
は
無
へ
の
欲
望
と
し
て

の
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
︶
に
深
々
と
規
定
さ
れ
た
科
学
・
技
術
の
過
剰
開
発
・

暴
走
︵
＝
過
剰
合
理
性
の
追
求
︶
が
避
け
が
た
く
生
み
出
す
矛
盾
︵
究
極

的
に
は
生
命
原
理
の
自
己
否
定
・
自
己
破
壊
︶
の
自
覚
と
危
機
感
の
共
有

が
必
要
で
あ
る
︒
つ
ま
り
は
構
造
的
暴
力
︵
＝
種
々
の
差
別
や
格
差
︶
を

生
み
出
し
︑
個
々
の
人
間
の
尊
厳
あ
る
生
命
を
毀
損
す
る
人
権
侵
害
に
わ

れ
わ
れ
は
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
意
味
に
お
い
て
︑
科
学
と

技
術
の
﹁
客
観
性
﹂
や
﹁
中
立
性
﹂
は
︑
梅
林
宏
道
︵
一
九
三
七
︲
︶
や

柴
谷
篤
弘
︵
一
九
二
〇
︲
二
〇
一
一
︶
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑

基
本
的
に
社
会
的
存
在
に
規
定
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
＝
虚
構
／
神
話
と
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し
て
社
会
的
に
機
能
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
学
ば
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
66
︒
例
え
ば
︑
柴
谷
は
客
観
性
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
︒﹁
数

学
や
物
理
学
の
基
本
的
原
理
の
客
観
性
は
︑
否
定
し
が
た
い
が
︑
地
球
・

生
物
・
人
間
・
社
会
︑
と
い
っ
た
現
象
に
関
す
る
場
面
で
は
︑
す
べ
て
の

科
学
は
な
お
い
ち
じ
る
し
く
非
客
観
的
で
あ
り
︑
対
象
の
複
雑
性
と
︑
非

線
形
の
系
の
性
質
か
ら
し
て
︑
こ
れ
が
完
全
に
客
観
化
さ
れ
る
望
み
は
︑

ほ
と
ん
ど
無
に
ひ
と
し
い
と
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒﹂67

こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
︑
山
本
義
隆
︵
一
九
四
一
︲
︶
の
以
下

の
言
説
で
あ
る
68
︒﹁
経
験
主
義
的
に
は
じ
ま
っ
た
水
力
や
風
車
と
い
っ
た

自
然
動
力
の
使
用
と
異
な
り
︑﹃
原
子
力
﹄
と
通
称
さ
れ
て
い
る
核
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
技
術
的
利
用
︑
す
な
わ
ち
核
爆
弾
︵
通
常
﹃
原
子
爆
弾
﹄︶
と
言
わ

れ
る
核
分
裂
爆
弾
と
﹃
水
素
爆
弾
﹄
と
言
わ
れ
る
﹃
核
融
合
爆
弾
﹄
お
よ

び
原
子
炉
︵
こ
れ
も
正
し
く
は
核
反
応
炉
︶
は
︑
純
粋
に
物
理
学
理
論
の

み
に
も
と
づ
い
て
生
み
出
さ
れ
た
︒・
・
・
そ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
兵
器
が

技
術
者
や
軍
人
に
よ
り
経
験
主
義
的
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
と
異
な
り
︑

核
爆
弾
は
そ
の
可
能
性
も
作
動
原
理
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
物
理
学
者
の
頭
脳

の
み
か
ら
理
論
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
原
子
炉
も
そ
の
バ
イ

プ
ロ
ダ
ク
ト
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
こ
こ
に
は
じ
め
て
完
全
に
科
学

が
主
導
し
た
技
術
な
る
も
の
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒﹂
69
以
上
の
山
本
の

言
説
は
︑
本
論
考
で
取
り
上
げ
た
﹁
科
学
の
原
罪
性
﹂
を
め
ぐ
る
唐
木
︑

朝
永
︑
武
谷
︑
久
野
の
言
説
を
わ
れ
わ
れ
が
引
き
受
け
︑
さ
ら
に
深
め
て

ゆ
く
う
え
で
︑
決
定
的
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

現
実
的
に
は
︑
資
本
・
国
家
・
企
業
の
た
め
の
学
知
・
科
学
・
技
術
の

道
具
的
理
性
を
批
判
す
る
市
民
︵
さ
ら
に
は
民
衆
︶
の
理
性
へ
の
転
換
が

必
要
で
あ
る
︒
国
家
・
企
業
の
論
理
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
か
ら
独
立
し
た

自
立
的
な
市
民
的
理
性
の
育
成
が
不
可
欠
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
構

造
的
な
権
力
作
用
70
に
よ
っ
て
す
り
込
ま
れ
た
思
い
込
み
か
ら
解
放
さ
れ
︑

か
つ
自
己
の
直
接
的
な
利
害
関
心
か
ら
ほ
ど
よ
く
距
離
を
と
り
︑
公
共
的

に
開
か
れ
た
対
話
の
な
か
で
種
々
の
問
題
の
本
質
︵
構
造
的
に
連
動
す
る

全
体
性
︶
を
分
析
し
︑
客
観
的
に
可
能
な
解
決
へ
と
向
か
っ
て
判
断
・
実

践
す
る
意
志
と
合
意
形
成
能
力
の
育
成
が
決
定
的
に
重
要
と
な
る
︒

そ
の
際
︑
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ
チ
︵Ivan Illich 1926

︲2002

︶
が
提
唱

す
る
自
律
共
働
性
︵conviviality:

産
業
主
義
的
生
産
様
式
の
根
源
的
独
占

か
ら
解
放
さ
れ
た
状
態
︶
の
形
成
が
そ
う
し
た
市
民
的
理
性
の
育
成
に
と
っ

て
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
︒

さ
ら
に
具
体
的
に
言
え
ば
︑
大
学
等
の
教
育
課
程
と
具
体
的
な
社
会
問

題
に
と
り
く
む
市
民
運
動
と
の
連
繫
・
連
帯
が
重
要
な
課
題
と
な
る
︒
ま

た
そ
れ
ゆ
え
に
︑
明
治
維
新
以
来
︑
国
策
と
し
て
追
求
さ
れ
て
い
る
知
識

注
入
教
育
で
は
な
く
︑
主
体
的
に
学
修
す
る
市
民
層
を
育
成
す
る
た
め
の

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
の
意
義
の
確
認
と
確
立
が
必
要
と
な
る
︒
以
上
の

点
に
関
連
す
る
試
み
と
し
て
は
︑
例
え
ば
︑
多
田
富
雄
︵
一
九
三
四
︲

二
〇
一
〇
︶
の
提
唱
し
た﹁
自
然
科
学
と
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
統
合
す
る
会
﹂

や
高
木
仁
三
郎
の
提
唱
・
実
践
し
た
﹁
市
民
の
科
学
﹂︵﹁
高
木
学
校
﹂︶
71

な
ど
が
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
︒

畢
竟
す
れ
ば
︑
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
︵H

ans Jonas 1903

︲1993

︶
の
責
任

倫
理
学
・
生
命
哲
学
が
提
唱
す
る
想
像
上
の
﹁
恐
れ
に
基
づ
く
発
見
術

︵H
euristik der Furch

︶﹂
の
導
入
と
活
用
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
︒
予
測
は

ど
れ
ほ
ど
技
術
が
向
上
し
て
も
︑
不
確
実
性
を
逃
れ
ら
れ
な
い
点
を
踏
ま
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え
な
が
ら
︑
ヨ
ナ
ス
は
予
測
に
関
す
る
倫
理
原
則
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の

第
一
は
﹁
悪
い
予
測
が
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
善
い
予
測
に
対
し
て
優
先
す
る
﹂

と
考
え
る
原
則
で
あ
り
︑
そ
の
第
二
は
﹁
悪
い
予
測
は
た
と
え
予
測
で
あ
っ

て
も
︑
真
と
見
な
さ
れ
︑
当
事
者
に
は
結
果
を
回
避
す
る
義
務
が
生
じ
る
﹂

と
考
え
る
原
則
で
あ
る
︒
こ
の
ヨ
ナ
ス
の
言
う
想
像
上
の
﹁
恐
れ
に
基
づ

く
発
見
術
﹂
は
︑﹁
将
来
世
代
の
現
在
世
代
に
対
す
る
告
発
を
推
測
し
先
取

り
す
る
﹂
未
来
倫
理
＝
世
代
間
倫
理
の
中
枢
概
念
で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
は

こ
の
倫
理
原
則
を
真
剣
に
考
え
取
り
入
れ
て
︑
個
々
の
学
知
や
科
学
・
技

術
領
域
が
支
え
る
社
会
体
に
お
け
る
予
期
可
能
性
領
域
の
過
度
の
拡
大
と

こ
れ
に
伴
う
過
剰
合
理
性
︵
＝
非
合
理
性
︶
の
暴
走
に
対
す
る
社
会
的
自

己
抑
制
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
72
︒
な
ぜ
な
ら
︑
産
業
文
明
か
ら
脱
産
業
文

明
へ
の
成
熟
が
必
然
で
あ
り
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
に
真
に

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
近
代
的
な
合
理
性
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
豊
か
さ

の
根
源
か
ら
の
再
検
討
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
︵John 

R
uskin 1819

︲1900

︶
の
先
駆
的
な
近
代
産
業
社
会
批
判
︑﹁
私
の
人
生
を

事
実
上
変
え
て
し
ま
っ
た
﹂
と
証
言
す
る
ラ
ス
キ
ン
﹃
こ
の
最
後
の
者
に

も
﹄︵U

nto This Last, 1862

︶
を
自
ら
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
語
に
翻
訳
し
た
マ

ハ
ー
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
︵M

ohandās K
aram

chand  Gāndhī 1869

︲1948
︶

が
提
唱
す
る
欲
望
の
自
己
制
御
論
︑
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ
チ
が
展
開
す
る

一
連
の
産
業
社
会
批
判
︑
近
代
の
闇
と
生
命
の
尊
厳
を
深
く
思
索
し
見
据

え
る
石
牟
礼
道
子
の
近
代
合
理
主
義
批
判
＝
産
業
文
明
批
判
の
思
想
と
行

動
が
導
き
の
糸
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

彼
ら
の
思
想
と
行
動
か
ら
深
く
学
ぶ
こ
と
は
︑
地
下
資
源
の
開
発
・
搾

取
に
支
え
ら
れ
た
産
業
文
明
と
こ
れ
に
奉
仕
・
貢
献
す
る
学
知
・
科
学
・

技
術
と
社
会
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
離
脱
に
む
け
た
わ
れ
わ
れ
の
思
想
と
行
動

の
転
換
を
強
く
促
す
こ
と
に
な
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
石
炭
・
石
油
・
天
然

ガ
ス
な
ど
の
化
石
燃
料
や
ウ
ラ
ン
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
す
る
現
代
の
科
学
・

技
術
文
明
は
︑﹁
地
球
の
有
限
性
の
壁
を
乗
り
越
え
ら
れ
ず
︑
い
ず
れ
︵
近

い
う
ち
に
︶
終
焉
す
る
こ
と
は
明
白
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
73
︒

以
上
の
結
論
的
考
察
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
︑
社
会
的
現
実
の
利
害
関
係

の
な
か
で
作
動
・
機
能
す
る
学
知
・
科
学
・
技
術
に
対
す
る
﹁
内
在
的
批

判
﹂
と
﹁
外
在
的
批
判
﹂
の
結
合
と
い
う
井
野
博
満
︵
一
九
三
八
︲
︶
の

問
題
提
起
は
︑
市
民
的
理
性
の
力
量
を
向
上
さ
せ
る
ば
か
り
で
は
な
く
︑

社
会
正
義
の
実
現
に
向
け
て
極
め
て
有
効
に
作
用
す
る
実
践
原
理
で
あ
る

と
言
え
よ
う
74
︒
そ
の
際
︑
重
要
な
の
は
工
業
社
会
と
い
う
ハ
イ
リ
ス
ク
な

地
下
資
源
文
明
か
ら
の
転
換
を
可
能
に
す
る
ト
リ
ム
・
タ
ブ
︵rim

 tab

︶75

を
見
極
め
つ
つ
︑
多
様
か
つ
多
元
的
な
市
民
運
動
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
エ
デ
ィ

テ
ィ
ン
グ
︵
社
会
編
集
︶
を
実
践
す
る
能
力
な
の
で
あ
る
︒

注
1 

第
九
号
と
第
十
一
号
に
二
回
に
分
け
て
発
表
し
た
論
考
は
︑
当
初
﹁
現
代
技
術

史
研
究
会
﹂
例
会
に
お
け
る
筆
者
の
報
告
︵
二
〇
一
六
年
一
二
月
︶
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
︑
そ
の
後
大
幅
に
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

2 

付
言
す
れ
ば
︑
先
の
論
考
︵
一
︶
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
唐
木
順
三
の
問
題
提

起
︑
つ
ま
り
原
水
爆
を
生
み
だ
す
に
至
っ
た
現
代
﹁
科
学
の
原
罪
性
﹂
へ
の
問

い
は
︑
未
完
の
遺
稿
の
ゆ
え
に
︑
そ
の
問
題
関
心
の
核
心
が
十
全
に
は
展
開
さ

れ
た
と
は
言
い
が
た
い
︒
と
は
い
え
︑
こ
れ
に
先
立
つ
唐
木
の
エ
ッ
セ
イ
﹁
科

学
者
の
社
会
的
責
任
の
問
題
﹂
や
﹁
時
代
記
﹂︵
唐
木
順
三
﹃
朴
の
木
―
人
生

を
考
え
る
﹄
講
談
社
学
術
文
庫
︑
一
九
七
七
年
︑
所
収
︶
な
ど
は
︑
断
片
的
と

は
い
え
︑
唐
木
の
問
題
関
心
の
精
神
史
的
背
景
が
端
的
に
語
ら
れ
て
お
り
︑
重
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要
で
あ
る
︒

3 
宗
教
学
者
の
島
薗
進
︵
一
九
四
八
︲
︶
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
道
具
的
理
性
と
は
︑

﹁
形
而
上
学
的
な
支
え
を
失
い
︑
有
用
性
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
知
の
働
き
﹂

で
あ
り
︑﹁
共
有
さ
れ
る
高
次
の
価
値
に
基
づ
く
目
的
を
忘
れ
て
︑
合
理
的
に

知
り
う
る
も
の
は
そ
れ
だ
け
で
先
へ
進
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
﹂
事
態
を
指
し
て

い
る
︵
池
内
了
・
島
薗
進
﹃
科
学
・
技
術
の
危
機
―
再
生
の
た
め
の
対
話
﹄
合

同
出
版
︑
二
〇
一
五
年
︑
二
二
一
頁
︶︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
本
来
︑
人
間
・

社
会
・
自
然
の
秩
序
を
律
す
る
客
観
的
力
で
あ
る
理
性
が
自
己
形
成
の
過
程
で

主
観
化
さ
れ
形
式
化
さ
れ
︑
や
が
て
﹁
目
的
と
手
段
の
整
合
性
の
功
利
的
形
式

的
計
算
﹂
の
み
に
関
心
す
る
よ
う
に
な
る
事
態
を
理
性
の
道
具
化
へ
の
頽
落
と

し
て
鋭
く
批
判
し
た
の
は
︑
Ｍ
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
︵
山
口
祐
弘
訳
︶﹃
理
性

の
腐
食
﹄︵
せ
り
か
書
房
︑
一
九
八
七
年
︶
で
あ
り
︑
ホ
ル
ク
ハ
イ
ー
と
ア
ド

ル
ノ
の
共
著
︵
徳
永
恂
訳
︶﹃
啓
蒙
の
弁
証
法
―
哲
学
的
断
想
﹄︵
岩
波
書
店
︑

二
〇
〇
七
年
︶
で
あ
る
︒

4 

こ
の
論
考
﹁
現
代
科
学
の
視
座
構
造
と
そ
の
変
革
﹂
は
︑﹃
科
学
朝
日
﹄︵
朝
日

新
聞
社
︑
一
九
六
七
年
八
月
︶
に
発
表
さ
れ
て
後
︑
久
野
収
﹃
歴
史
的
理
性
批

判
序
説
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
七
七
年
︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

5 

こ
の
講
演
に
関
し
て
は
︑
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ほ
か
︵
清
水
多
吉
・
手
川
誠
士

郎
編
訳
︶﹃
30
年
代
の
危
機
と
哲
学
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
九
九
年
︑
所
収
︶
参
照
︒

6 

前
掲
︑
久
野
﹃
歴
史
的
理
性
批
判
序
説
﹄︑
一
七
一
頁
︒

7 

湯
川
は
︑
晩
年
︑
自
身
の
科
学
観
の
転
換
を
こ
う
証
言
し
て
い
る
︒﹁
真
理
を

探
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
結
局
は
人
類
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
︑
そ
う
単
純

素
朴
に
ず
っ
と
考
え
て
き
て
︑
そ
れ
で
間
違
い
な
い
と
思
っ
た
ら
︑
が
ら
り
と

変
わ
っ
た
︒
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な
世
間
離
れ
を
し
た
学
問
を
し
て
お
る
者
で

も
︑
社
会
に
対
す
る
責
任
が
あ
る
︒
そ
う
い
う
責
任
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
︒﹂︵﹁
日
本
人
は
何
を
め
ざ
し
て
き
た
の
か ︿
知
の
巨
人
た
ち
﹀  

第
一
回

﹁
原
子
力 

科
学
者
は
発
言
す
る
～
湯
川
秀
樹
と
武
谷
三
男
～
﹂
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
戦
後

史
証
言
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
二
〇
一
四
年
七
月
五
日
︑
放
送
︶

8 

前
掲
︑
唐
木
﹃
朴
の
木
﹄︑
二
九
一
頁

9 

同
︑
二
九
三
頁
︒

10 

同
︑
二
九
三
︲
二
九
四
頁
︒︹　

︺
内
は
引
用
者
の
補
足
︒

11 

同
︑
二
九
五
頁
︒

12 

前
掲
︑
久
野
﹃
歴
史
的
理
性
批
判
序
説
﹄︑
一
七
一
頁
︒

13 

同
︑
久
野
︑
一
七
二
頁
︒

14 

同
︑
久
野
︑
一
七
二
頁
︒

15 

同
︑
久
野
︑
一
七
三
頁
︒

16 

同
︑
久
野
︑
一
七
二
︲
一
七
三
頁
︒

17 

同
︑
久
野
︑
一
七
三
頁
︒

18 

同
︑
久
野
︑
一
七
四
頁
︒
傍
点
は
引
用
者
︒

19 

同
︑
久
野
︑
一
七
四
頁
︒

20 

同
︑
久
野
︑
一
七
四
︲
一
七
五
頁
︒

21 

同
︑
久
野
︑
一
七
五
頁
︒

22 

同
︑
久
野
︑
一
七
五
︲
一
七
六
頁
︒

23 

同
︑
久
野
︑
一
七
五
︲
一
七
六
頁
︒ 

24 

同
︑
久
野
︑
一
七
六
頁
︒

25 

同
︑
久
野
︑
一
七
六
頁
︒

26 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
︵
関
口
浩
訳
︶﹃
技
術
へ
の
問
い
﹄︵
平

凡
社
︑
二
〇
一
三
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

27 

こ
う
し
た
久
野
収
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
科
学
・
技
術
批
判
を
踏
ま
え
た
分
析
と
し

て
は
︑
さ
し
あ
た
り
中
島
𠮷
弘
﹃
梯
明
秀
の
物
資
哲
学
―
全
自
然
史
の
思
想
と

戦
時
下
抵
抗
の
研
究
﹄︵
未
来
社
︑
二
〇
一
七
年
︶
の
序
章
﹁
問
題
設
定
と
分

析
視
座
﹂︑
二
八
︲
三
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

28 

前
掲
︑
久
野
﹃
歴
史
的
理
性
批
判
序
説
﹄︑
一
七
六
頁
︒

29 

同
︑
久
野
︑
一
七
七
頁
︒

30 
同
︑
久
野
︑
一
七
七
頁
︒

31 
同
︑
久
野
︑
一
七
八
︲
一
七
九
頁
︒

32 
こ
の
安
全
神
話
は
︑
人
々
の
主
体
的
隷
属
を
獲
得
す
べ
く
行
使
さ
れ
る
三
次
元

的
権
力
の
作
用
が
生
み
出
す
成
果
物
＝
意
識
形
態
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

33 

こ
の
点
の
分
析
に
は
︑
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ル
ー
ク
ス
︵Steven Lukes 1941

︲

︶

の
言
う
三
次
元
的
権
力
︵
個
々
人
の
内
発
的
な
従
属
を
生
み
出
す
観
察
不
可
能
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な
権
力
の
構
造
作
用
︶
の
視
座
か
ら
す
る
分
析
が
不
可
欠
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

詳
し
く
は
︑
ル
ー
ク
ス
︵
中
島
𠮷
弘
訳
︶﹃
現
代
権
力
論
批
判
﹄︵
未
来
社
︑

一
九
九
五
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

34 

マ
ル
ク
ス
﹃
資
本
論
﹄
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
典
型
化
さ
れ
る
歴
史
的
理
性

︵Idealism
us

︶
と
し
て
の
資
本
理
性
を
自
然
史
的
過
程
︵naturgeschichtlichen 

Prozeß

︶
の
立
場
︵M

aterialism
us

︶
か
ら
批
判
的
に
分
析
し
︑
こ
れ
を
実
践

的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
な
お
︑

こ
の
点
の
詳
細
に
関
し
て
は
︑
前
掲
︑
中
島
﹃
梯
明
秀
の
物
資
哲
学
﹄
の
第
一

章
～
第
五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

35 

吉
岡
斉
﹃
科
学
文
明
の
暴
走
過
程
﹄︵
海
鳴
社
︑
一
九
九
一
年
︶︑
八
〇
頁
︒

36 

こ
こ
で
吉
岡
が
示
唆
を
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
の
は
︑
Ａ
・
ゾ
ー
ン
＝
レ
ー
テ

ル
︵
寺
田
光
雄
・
水
田
洋
訳
︶﹃
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
―
社
会
的
統
合
の
理

論
﹄︵
合
同
出
版
︑
一
九
七
五
年
︶
で
あ
る
︒

37 

前
掲
︑
吉
岡
︑
八
一
頁
︒

38 

同
︑
吉
岡
︑
八
一
頁
︒
な
お
︑︹　

︺
内
は
引
用
者
の
補
足
︒

39 

同
︑
吉
岡
︑
八
一
頁
︒

40 

同
︑
吉
岡
︑
八
一
頁
︒

41 

な
お
︑
こ
の
点
を
掘
り
下
げ
た
文
献
と
し
て
は
︑
前
掲
︑
中
島
﹃
梯
明
秀
の
物

質
哲
学
﹄
の
第
三
章
︑
就
中
﹁
二　

技
術
論
の
論
理
構
造
と
射
程
﹂︵
一
〇
〇
︲

一
一
四
頁
︶
に
お
い
て
展
開
し
た
梯
の
﹁
批
判
的
技
術
学
﹂
分
析
を
参
照
さ
れ

た
い
︒

42 

前
掲
︑
吉
岡
︑
二
〇
〇
頁
︒

43 

同
︑
吉
岡
︑
二
〇
二
頁
︒

44 

同
︑
吉
岡
︑
二
〇
三
頁
︒

45 

同
︑
吉
岡
︑
二
〇
五
頁
︒

46 

同
︑
吉
岡
︑
二
〇
四
頁
︒

47 

同
︑
吉
岡
︑
二
〇
四
頁
︒

48 

同
︑
吉
岡
︑
二
〇
四
︲
二
〇
五
頁
︒

49 

同
︑
吉
岡
︑
二
〇
八
頁
︒

50 

同
︑
吉
岡
︑
三
五
頁
︒

51 

小
坂
国
継
﹃
環
境
倫
理
学
ノ
ー
ト
―
比
較
思
想
的
考
察
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑

二
〇
〇
三
年
︶︑
一
六
〇
頁
︒

52 

前
掲
︑
小
坂
︑
一
六
〇
頁
︒

53 

詳
し
く
は
︑
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
﹁
シ
ャ
ロ
ー
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
と
長
期
的
視
野

を
持
つ
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
﹂︵
ア
ラ
ン
・
ド
レ
ン
グ
ソ
ン
︹
井
上

有
一
共
編
︺﹃
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
―
生
き
方
か
ら
考
え
る
環
境
思
想
﹄

昭
和
堂
︑
二
〇
〇
三
年
︶︑ 

三
一
︲
三
七
頁
︑
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
︵
斎
藤
直
輔
・
開

龍
美
訳
︶﹃
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
は
何
か
―
エ
コ
ロ
ジ
ー
・
共
同
体
・

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
﹄︵
文
化
書
房
博
文
社
︑
一
九
九
七
年
︶︑
前
掲
︑
小
坂
﹃
環

境
倫
理
学
ノ
ー
ト
﹄︑
一
六
〇
︲
一
六
一
頁
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

54 

前
掲
︑
小
坂
﹃
環
境
倫
理
学
ノ
ー
ト
﹄︑
一
六
一
︲
一
六
二
頁
︒

55 

以
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
原
則
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
︑
小
坂
﹃
環
境

倫
理
学
ノ
ー
ト
﹄︑
一
六
二
︲
一
六
三
頁
︑
な
ら
び
に
前
掲
︑
ド
レ
ン
グ
ソ
ン

﹃
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
﹄︑
一
四
五
︲
一
四
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

56 

こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
︑
例
え
ば
︑
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
協
議
会
﹃
今
こ
そ

原
発
の
廃
止
を
﹄
編
集
委
員
会
編
﹃
今
こ
そ
原
発
の
廃
止
を
―
日
本
の
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
問
い
か
け
﹄︵
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
︑
二
〇
一
六
年
︶
が

重
要
で
あ
る
︒

57 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
井
野
博
満
﹁
一
九
六
〇
年
代
科
学
技
術
論
争
の
意
義
と

脱
原
発
の
思
想
﹂
現
代
技
術
史
研
究
会
会
誌　

技
術
史
研
究　

N
o.84

﹄

二
〇
一
六
年
十
一
月
︑
一
七
︲
一
八
頁
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

58 

木
田
元
﹃
哲
学
と
反
哲
学
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︶︑
一
四
︲
二
三
頁
︒

59 

﹁
環
境
問
題
に
対
し
て
社
会
的
正
義
・
公
正
の
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
﹂
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
や
男
性
原
理
に
支
え
ら
れ
た
﹁
位
階
的
︵
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
的
︶
な
二
元
論
が
自
然
破
壊
の
根
本
原
因
で
あ
る
﹂
と
す
る
エ
コ
・

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
思
想
に
も
言
及
し
つ
つ
︑
ネ
ス
の
デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
思

想
が
﹁
環
境
フ
ァ
シ
ズ
ム
﹂
に
帰
着
し
か
ね
な
い
と
の
批
判
を
視
野
に
入
れ
た

上
で
︑
そ
の
意
義
を
検
討
し
た
文
献
と
し
て
は
︑
さ
し
あ
た
り
入
江
重
吉
﹃
エ

コ
ロ
ジ
ー
思
想
と
現
代
―
進
化
論
か
ら
読
み
解
く
環
境
問
題
﹄︵
昭
和
堂
︑

二
〇
〇
八
年
︶︑
九
五
︲
一
〇
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
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60 

議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
高
木
仁
三
郎
﹃
い
ま
自
然
を
ど
う
み
る
か
﹄︵
白

水
社
︑
一
九
八
五
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

61 
こ
の
よ
う
に
筆
者
が
考
え
る
哲
学
的
背
景
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
︑
中
島
﹃
梯
明

秀
の
物
質
哲
学
﹄
の
序
章
︑
第
一
章
︑
第
二
章
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

62 

花
崎
皋
平
﹃
天
と
地
と
人
と
―
民
衆
思
想
の
実
践
と
思
索
の
往
還
か
ら
﹄︵
七

つ
森
書
館
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
五
一
頁
︒

63 

同
︑
花
崎
︑
六
三
頁
︒

64 

前
掲
︑
高
木
︑
二
六
〇
頁
︒

65 

前
掲
︑
花
崎
︑
二
〇
五
頁
︒
な
お
︑
こ
こ
で
の
花
崎
の
言
説
に
関
連
し
て
︑
鈴

木
亨
﹃
響
存
的
世
界
﹄︵
三
一
書
房
︑
一
九
八
三
年
︶︑
七
二
︲
七
五
頁
︑
な
ら

び
に
信
太
正
三
︵
一
九
一
四
︲
一
九
七
二
︶
の
労
作
﹃
宗
教
的
危
機
と
実
存
﹄

︵
理
想
社
︑
一
九
六
三
年
︶︑
一
〇
七
︲
一
三
六
頁
を
も
参
照
さ
れ
た
い
︒
こ
の

二
つ
の
労
作
に
は
︑
本
論
考
の
課
題
設
定
か
ら
し
て
極
め
て
深
い
考
察
が
み
ら

れ
る
︒

66 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
梅
林
宏
道
﹃
抵
抗
の
科
学
・
技
術
﹄︵
技
術
と
人
間
︑

一
九
八
〇
年
︶︑
柴
谷
篤
弘
﹃
反
科
学
論
―
ひ
と
つ
の
知
識
・
ひ
と
つ
の
学
問

を
め
ざ
し
て
﹄︵
み
す
ず
書
房
︑
一
九
七
三
年
︶︑
同
﹃
あ
な
た
に
と
っ
て
科
学

と
は
何
か
―
市
民
の
た
め
の
科
学
批
判
﹄︵
み
す
ず
書
房
︑
一
九
七
七
年
︶
な

ど
が
重
要
で
あ
る
︒ 

特
に
︑
科
学
の
客
観
性
や
中
立
性
に
対
す
る
批
判
と
し
て

は
︑
柴
谷
﹃
反
科
学
論
﹄︵
六
四
︲
七
五
頁
︶
の
言
説
が
示
唆
深
い
︒

67 

前
掲
︑
柴
谷
﹃
反
科
学
論
﹄︑
六
七
頁
︒

68 

山
本
義
隆
﹃
一
六
世
紀
文
化
革
命
２
﹄︵
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
〇
七
年
︶

69 

前
掲
︑
山
本
︑
七
三
五
頁
︒

70 

こ
こ
で
言
う
構
造
的
権
力
作
用
と
は
︑﹁
人
々
の
真
の
利
害
を
隠
蔽
す
る
﹂
虚

偽
意
識
を
形
成
し
作
動
す
る
三
次
元
的
権
力
の
こ
と
で
あ
る
︒
詳
し
く
は
︑
前

掲
︑
ル
ー
ク
ス
﹃
現
代
権
力
論
批
判
﹄
の
﹁
訳
者
解
説
﹂︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

71 

こ
の
﹁
市
民
の
科
学
﹂
に
つ
い
て
は
︑
高
木
仁
三
郎
﹃
市
民
の
科
学
﹄︵
講
談

社
学
術
文
庫
︑
二
〇
一
四
年
︶︑
井
野
博
満
﹁
脱
原
発
の
技
術
思
想
﹂﹃
世
界
﹄

岩
波
書
店
︑
二
〇
一
七
年
二
月
号
︑
一
九
八
︲
一
九
九
頁
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

な
お
︑
高
木
学
校
は
市
民
の
立
場
か
ら
問
題
に
と
り
く
む
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な

科
学
と
﹁
市
民
科
学
者
﹂
を
育
成
す
べ
く
︑
高
木
仁
三
郎
に
よ
っ
て
一
九
九
八

年
に
設
立
さ
れ
て
い
る
︒

72 

ヨ
ナ
ス
が
提
唱
す
る
こ
の
想
像
上
の
﹁
恐
れ
に
基
づ
く
発
見
術
﹂
に
つ
い
て
は
︑

ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
︵
加
藤
尚
武
監
訳
︶﹃
責
任
と
い
う
原
理
―
科
学
技
術
文
明

の
た
め
の
倫
理
学
の
試
み
﹄︵
東
信
堂
︑
二
〇
一
〇
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

73 

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
原
発
震
災
を
踏
ま
え
︑
下
資
源
文
明
か
ら
地
上
資

源
文
明
へ
の
転
換
を
提
唱
す
る
も
の
と
し
て
は
︑
池
内
了
﹃
人
間
と
科
学
の
不

協
和
音
﹄︵
角
川
書
店
︵
角
川
ｏ
ｎ
ｅ
テ
ー
マ
21
︶︑
二
〇
一
二
年
︶︑
同
﹃
科

学
・
技
術
と
現
代
社
会　

下
﹄︵
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
一
四
年
︶
が
あ
る
︒

74 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
︑
井
野
﹁
一
九
六
〇
年
代
科
学
技
術
論
争
の
意
義

と
脱
原
発
の
思
想
﹂︑
三
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

75 

ト
リ
ム
・
タ
ブ
と
は
補
助
翼
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
小
さ
な
部
分
が
巨
大

な
全
体
を
わ
ず
か
な
力
で
動
か
す
働
き
と
し
て
用
い
て
い
る
︒
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