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を
、
要
約
的
に
う
か
が
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ー

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
最
高
価
値
と
し
て
の
「
人
間
労
働
・
経
営
の
理
想
像
」

「

規

範

科

学

」

と

「

存

在

科

学

」

ー
ボ
ト
ホ
フ
社
会
経
営
政
策
論
を
め
ぐ
っ
て
③
|
ー
.
,

周
知
の
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
経
営
学
の
方
法
論
争
の
―
つ
は
、
規
範
科
学

(die
n
o
r
m
a
t
i
v
e
 W
i器
enschaft,
d
i
e
 N
o
r
m
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
 

と
存
在
科
学

(die
Seinswissenschaft)

と
の
間
に
展
開
さ
れ
た
。

本
稿
は
、
第
一
に
、
ボ
ト
ホ
フ
が
右
の
う
ち
い
ず
れ
の
科
学
の
方
法
に
よ
っ
て
、
「
社
会
経
営
政
策
論
」
(die
soziale Betriebspolitik) 

を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
に
、
こ
れ
を
め
ぐ
り
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

ポ
ト
ホ
フ
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
経
営
政
策
論
」
は
規
範
科
学
で
あ
り
、

(

1

)

 

「
規
範
科
学
の
認
識
は
、
行
為
に
対
す
る
当
為
指
令
を
提
示
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
、
」
規
範
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
は
、

「
社
会
経
営
倫
理
学
」

(die
soziale 
Betriebsethik) 

「
規
範
科
学
」
と
「
存
在
科
学
」
（
河
野
）

ま

し

が

き

そ
の
科
学
の
方
法
を
用
い
る
。
こ
の
点
に
か
ん
す
る
彼
の
見
解

河

野

稔
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「
規
範
科
学
」
と
「
存
在
科
学
」
（
河
野
）

(ein 
I
d
e
a
l
b
i
l
d
 
v
o
n
 d
e
r
 m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
n
 A
r
b
e
i
t
,
 
v
o
m
 Betriebe)

を
輝
だ
得
し
、
R
こ
れ
を
出
発
点
と
し
、

こ
れ
に
も
と
づ
き
、
演

繹
法
に
よ
っ
て
、
⑧

W
a
s
sein 
soil

と
し
て
の
「
規
範
」

(
N
o
日
1en)

を
設
け
、
④
こ
れ
を
、
「
社
会
的
経
営
形
成
」

(

2

)

 

Betriebsgestaltung)

に

対

し

、

「

人

間

労

働

」

に

対

し

て

与

え

る

。

＇

し
か
し
、
ポ
ト
ホ
フ
は
、
「
社
会
経
営
政
策
論
」
を
存
在
科
学
と
し
て
も
認
め
、
そ
の
方
法
の
特
徴
を
述
ぺ
る
。

(

3

)

 

①
「
現
実
の
経
験
界
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
範
囲
の
限
界
を
認
め
、
そ
の
限
界
内
で
の
み
科
学
的
認
識
を
追
求
」
し
、
R
主
と
し
て
帰

納
法
に
よ
っ
て
、
⑧
所
与
の
、
具
体
的
な
、
状
態
を
、
原
因
と
諸
関
連
に
し
た
が
っ
て
、
示
す
こ
と
を
課
題
と
し
、
④

w
a
s
ist

を
確

(

4

)

 

証
し
、
「
事
実
行
動
」
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
。
⑥
そ
の
成
果
と
し
て
、
「
経
営
社
会
科
学
の
各
種
存
在
科
学
的
原
理
」

(die
v
e
r
s
c
h
i
e
d
'
 

g
g
s
e
i
n
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 
D
i
s
z
i
p
l
i
n
e
n
 
d
e
r
 b
e
t
r
i
e
b
l
i
c
h
e
n
 
Sozialwissenschaft)

を
得
、
こ
れ
に
よ
り
「
経
営
の
社
会
的
存

(
5
)
 

在」

(
d
a
s
soziale S
e
i
n
 d
e
s
 Betriebes)

を
認
識
す
る
。

ポ
ト
ホ
フ
は
、
規
範
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
の
み
を
主
張
し
、
規
範
科
学
の
方
法
の
み
を
用
い
る
の
で
は
な
い
。
し

か
し
ま
た
、
彼
は
存
在
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
の
み
を
主
張
し
、
存
在
科
学
の
方
法
の
み
を
用
い
る
の
で
も
な
い
。
彼

は
、
規
範
科
学
で
も
あ
り
存
在
科
学
で
も
あ
る
「
社
会
経
営
政
策
論
」
を
主
張
し
、
二
つ
の
方
法
を
併
用
す
る
。
そ
こ
で
は
、
い
わ
ば

「
規
範
科
学
か
存
在
科
学
か
」
と
い
っ
た
い
ず
れ
か
一
方
の
み
の
科
学
と
方
法
で
は
な
く
、
「
規
範
科
学
と
存
在
科
学
」
と
い
っ
た
双
方

の

科

学

と

方

法

を

内

包

す

る

「

社

会

経

営

政

策

論

」

が

主

張

さ

れ

て

い

る

。

．

一

山

E
r
i
c
h
Potthoff, 
T
h
e
o
r
i
e
 u
n
d
 Praxis 
d
e
r
 sozialen 
Betriebspolitik, 
1
9
5
3
,
 
S. 
1
3
.
 

②
規
範
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
は
、

a.
a. 
0. S
.
 
1
3ー

l
4
.

3
a
.
 a. 
0. S
.
 
1
4
.
 

出
存
在
科
学
に
つ
い
て
、
ボ
ト
ホ
フ
が
「
経
営
社
会
科
学
の
各
種
存
在
科
学
的
原
理
」
と
の
べ
て
、
経
済
学
と
か
社
会
学
と
か
い
っ
た
単
数
で
は

な
く
、
複
数
の
、
各
種
の
、
存
在
科
学
を
、
「
社
会
科
学
」
と
一
括
し
て
表
現
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
「
社
会
経
営
政
策
論
」
を
総
合
科
学
と
し
て

．

．

 

(
e
m
e
 soz1ale 
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規
範
科
学
と
存
在
科
学
の
方
法
や
性
格
が
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
ボ
ト
ホ
フ
は
、
両
者
が
混
同
さ
れ
た
り
混
用

(

1

)

 

さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
、
い
か
な
る
と
き
に
も
「
区
別
」
を
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
注
意
す
る
。
そ
の
理
由
は

自
明
で
あ
る
。
両
者
が
混
同
・
混
用
さ
れ
た
ら
、
「
社
会
経
営
政
策
論
」
の
方
法
が
混
乱
し
、
そ
の
よ
う
な
混
乱
し
た
方
法
に
も
と
づ
く

科
学
は
、
科
学
に
値
す
る
一
貫
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、

ろ
う
か
。
ポ
ト
ホ
フ
に
よ
れ
ば
、
何
よ
り
も
先
ず
存
在
科
学
的
に
志
向
し
た
研
究
の
成
果
を
得
、
し
か
る
後
に
、
こ
の
成
果
を
克
服

(

2

)

 

(ti.bersteigen)

す
べ
き
当
為
的
解
決
策
を
規
範
科
学
的
に
求
め
れ
ば
、
両
者
は
簡
単
に
分
離

(
T
r
e
n
n
u
n
g
)

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ポ
ト
ホ
フ
は
、
両
者
の
混
同
で
は
な
く
区
別
を
、
両
者
を
単
に
区
別
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
区
別
に
も
と
づ
く
結
合
を
、
両
者
を
そ

れ
ぞ
れ
適
当
に
位
置
づ
け
・
価
値
づ
け
た
結
合
を
、
す
な
わ
ち
存
在
科
学
を
「
基
礎
」
お
よ
び
「
先
決
」
と
し
規
範
科
学
を
「
窮
局
の

も
の
」
と
す
る
結
合
を
説
く
。

彼
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
結
合
関
係
の
な
か
で
、
存
在
科
学
は
規
範
科
学
の
「
基
礎
」
と
さ
れ
る
。
蓋
し
、
帰
納
法
的
に
え
ら
れ
る
'

「
経
営
社
会
科
学
の
各
種
存
在
科
学
的
原
理
」
に
よ
る
「
経
営
の
社
会
的
存
在
」
の
認
識
成
果
を
「
地
上
」
の
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ

「
規
範
科
学
」
と
「
存
在
科
学
」
・
（
河
野
）

の
特
徴
の
―
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
総
合
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
ー
ポ
ト
ホ
フ
社
会
経
営
政
策
論
を
め
ぐ
っ
て

ー
関
西
大
学
商
学
論
集
•
第
十
一
巻
第
四
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

固
存
在
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
は
、

a.
a. 
0. S
.
 
1
4
.
 

の
で
あ
る
。
し
か
も
、

右
の
考
察
か
ら
直
ち
に
わ
か
る
よ
う
に
、
規
範
科
学
と
存
在
科
学
と
は
、
方
法
論
と
し
て
も
、
性
格
と
し
て
も
、
全
く
異
な
っ
た
も

こ
の
よ
う
に
異
な
る
両
科
学
と
そ
の
方
法
を
併
用
し
、
内
包
す
る
の
が
、
ボ
ト
ホ
フ
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」

II 

こ
の
「
区
別
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
な
わ
れ
る
で
あ
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「
規
範
科
学
」
と
「
存
在
科
学
」
（
河
野
）

を
基
礎
と
し
前
提
と
し
て
の
み
、
こ
れ
を
克
服
す
べ
き
、
こ
の
対
極
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
、
「
天
上
」
の
「
経
営
理
想
像
11
最
高
価
値
」
を
獲

得
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
理
想
11
最
高
価
値
か
ら
の
演
繹
に
よ
る
合
理
的
諸
規
範
を
設
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
「
天

(

3

)

 

上
」
の
理
想
や
規
範
は
「
地
上
」
の
認
識
成
果
を
基
礎
に
し
て
の
み
え
ら
れ
る
し
、
存
在
科
学
的
研
究
11

「
経
験
的
・
現
実
的
研
究
」(

4

)

 

の
成
果
は
、
同
時
に
ま
た
、
規
範
科
学
的
成
果
11

「
価
値
・
規
範
観
念
」

(die
W
e
r
t
-
u
n
d
 Normvorstellungen)

の
基
礎
で
も
あ
る
。

彼
は
ま
た
、
両
者
の
結
合
関
係
の
な
か
で
、
規
範
科
学
の
追
求
よ
り
存
在
科
学
の
究
明
の
方
を
「
先
決
」
す
べ
し
と
主
張
し
、
そ
の

理
由
と
し
て
次
の
四
点
を
あ
げ
る
。
①
前
述
の
よ
う
に
、
存
在
科
学
が
規
範
科
学
の
基
礎
で
あ
る
。
③
「
経
営
・
経
営
内
人
間
労
働
」

の
存
在
科
学
的
研
究
は
、
今
日
な
お
不
完
全

(unvollkommen)
で
あ
り
、
こ
れ
を
完
全
化
す
る
努
力
が
何
よ
り
も
ま
ず
必
要
と
さ
れ

る
°
‘
⑧
し
か
も
そ
れ
が
、
時
代
の
「
緊
急
命
令
」
と
な
っ
て
い
る
。
‘
④
こ
う
し
た
存
在
科
学
的
研
究
の
課
題
は
、
経
験
上
た
だ
ち
に
明

ら
か
な
よ
う
に
、
常
に
経
済
・
政
治
・
社
会
現
象
の
中
核
点
に
あ
り
、
多
数
の
対
決
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
社
会
的
緊
張
」

(die 
soziale 
S
p
a
n
n
u
n
g
e
n
)
の
解
明
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
事
実
関
連
の
認
識
11
存
在
科
学
的
研
究
に
よ
り
、
で
き
る
だ
け
共
通
の

(

7

)

 

こ
と
さ
ら
に
大
き
い
。

出
発
点
を
獲
得
す
る
必
要
が
、

ボ
ト
ホ
フ
は
、
存
在
科
学
を
規
範
科
学
の
「
基
礎
」
と
し
、
前
者
の
究
明
の
方
を
後
者
の
追
求
よ
り
「
先
決
」
だ
と
し
な
が
ら
、
し

か
も
規
範
科
学
を
「
窮
局
の
も
の
」
と
す
る
。
い
わ
ば
、
彼
は
、
規
範
科
学
を
窮
局
の
目
的
と
し
、
存
在
科
学
を
そ
の
た
め
の
前
提
も

こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
づ
け
・
価
値
づ
け
の
う
え
に
、
両
者
を
結
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
彼

し
く
は
手
段
に
し
、

の
見
解
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
ポ
ト
ホ
フ
は
理
論
的
認
識
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
満
足

せ
ず
、
更
に
進
ん
で
実
践
的
科
学
の
確
立
を
強
く
求
め
て
い
る
。
第
二
に
、
ポ
ト
ホ
フ
は
ド
イ
ツ
経
営
学
の
諸
学
派
の
う
ち
で
規
範
学

派
に
最
も
強
く
傾
い
て
い
る
。
彼
は
規
範
科
学
の
確
立
を
窮
局
の
科
学
的
目
的
と
し
、

図
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
ポ
ト
ホ
フ
は
、

そ
の
た
め
に
こ
そ
存
在
科
学
に
よ
る
補
強
を
意

ド
イ
ツ
の
経
営
社
会
政
策
学
界
に
お
け
る
理
論
的
指
導
者
の
一
人
ゲ
ッ
ク

(Geck)
に
同

四
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調
す
る
。
ゲ
ッ
ク
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
社
会
経
営
管
理
論
」

(die
soziale 
Betriebsfiihrung)

を
も
っ
て
、
窮
局
的
に
は
規
範
科
学

(
8
)
 

だ
と
の
べ
て
い
る
。
ポ
ト
ホ
フ
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
社
会
経
営
政
策
論
」

(die
soziale Betriebspolitik)

が
、
あ
る
意
味
で
、
ゲ
ッ

ク
の
い
う
「
社
会
経
営
管
理
論
」
と
同
一
視
し
う
る
と
述
べ
、

対
し
て
「
規
範
」

(
N
o
r
m
e
n
)

五

そ
れ
は
「
社
会
的
経
営
形
成
」

(die
soziale 
B
e
t
r
i
e
b
s
g
e
s
t
a
l
t
g
g
)

に

(

9

)

 

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。

ポ
ト
ホ
フ
は
、
科
学
的
追
求
の
窮
局
の
目
的
と
す
る
規
範
科
学
の
意
義
を
、
経
営
に
お
け
る
実
践
を
「
科
学
化
」
し
、

つ
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
規
範
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
は
、
「
社
会
経
営
政
策
」
を
科
学
化
し
、

そ
の

こ
れ
に
役
立

「
経
営
蹴
能
」

(die B
e
t
r
i
e
b
s
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n
)

を
科
学
化
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
科
学
化
の
う
ち
最
も
重
要
な
仕
事
は
、
「
経
営
政
策
」
を
確
定
す
る
こ

(
1
0
)
 

と
だ
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
政
治
行
為
の
決
定
や
経
営
に
お
け
る
決
定
で
も
、
そ
れ
ら
は
常
に
、
確
定
し
た
価
値
・
目
的
観
11
規
範

(
1
1
)
 

に
よ
っ
て
、
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
種
々
の
配
慮

(E:凸
百
n
g
e
n
)

を
同
時
的
に
行
な
う
結
果
で
あ
る
。
」

科
学
化
の
光
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
過
程
に
そ
そ
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ポ
ト
ホ
フ
は
、
前
に
の
べ
た
よ
う
に
、
規
範
科
学
の
意
義
を
、

(12) 

「
社
会
経
営
政
策
」
や
「
経
営
職
能
」
の
科
学
化
に
求
め
た
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
科
学
化
が
完
全
に
行
な
わ
れ
る
と
は
み
な
い
し
、
こ

の
意
義
を
万
能
視
す
る
も
の
で
も
な
い
。
彼
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
三
つ
を
あ
げ
る
。
①
「
経
営
職
能
を
科
学
化
す
る
あ
ら
ゆ

る
試
み
に
さ
い
し
て
、
…
…
こ
れ
に
よ
っ
て
職
能
自
体
は
科
学
化
さ
れ
な
い
こ
と
を
、
人
々
は
常
に
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
1
3
)
 

い。」

か
く
て
、
彼
は
経
営
職
能
を
決
定
す
る
過
程
や
執
行
の
手
順
・
様
式
な
ど
が
科
学
化
さ
れ
て
も
、
経
営
職
能
自
体
の
科
学
化
が

完
全
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
不
可
能
視
し
て
い
る
。
③
規
範
科
学
と
し
て
の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
「
社
会
経
営

倫
理
学
」
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
存
在
科
学
の
認
識
成
果
を
基
礎
に
し
前
提
と
し
て
の
み
展
開
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
更
に
、

「
規
範
科
学
」
と
「
存
在
科
学
」
（
河
野
）

そ
う
し
た
展
開
の
た
め
の
中
間
項
的
存
在
と
し
て
の
「
最
も
基
本
的
、
原
理
的
な
社
会
的
規

範
科
学
」

(die
erste 
u
n
d
 prinzipielle 
soziale 
N
o
r
m
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
1
1

「
社
会
倫
理
学
」

(die
sozialethik) 
に
依
存
し
、
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「
規
範
科
学
」
と
「
存
在
科
学
」
（
河
野
）

(
1
4
)
 

「
一
般
性
」

(die
A
l
l
g
e
m
e
i
n
h
e
i
t
)

を
経
営
局
面
に
「
専
門
化
」

(Spezialisierung)

し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ポ
ト
ホ
フ
に

(
1
5
)
 

よ
れ
ば
、
今
日
い
ま
だ
「
社
会
秩
序
の
完
結
し
た
世
界
像
」
は
確
立
し
て
い
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
社
会
倫
理
学
」
は
確
立
し
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
に
依
存
し
、
こ
う
し
た
一
般
的
倫
理
学
を
経
営
局
面
に
専
門
化
す
る
と
こ
ろ
の
、
経
営
に
お
け
る
理
想
像

や
規
範
の
確
定
11
経
営
倫
理
学
の
確
立
は
、
容
易
な
ら
ざ
る
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。
⑧
た
と
え
、
経
営
の
理
想
像
や
規
範
が
確
定
し
て

も
、
こ
れ
に
規
定
さ
れ
る
種
々
の
配
慮
が
、
す
べ
て
意
識
的
に
行
な
わ
れ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
無
意
識

的
作
用
が
介
在
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ポ
ト
ホ
フ
が
そ
れ
よ
り
も
っ
と
重
視
し
て
い
る
の
は
、
「
人
間
の
行
為
が
、
非
合
理
的
動
機
に
よ

(16) 

っ
て
非
常
に
強
く
影
響
を
う
け
る
」
こ
と
で
あ
る
。
ポ
ト
ホ
フ
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
規
範
科
学
の
意
義
を
万
能
視
す
る

こ
と
を
注
意
深
く
避
け
、
「
経
営
職
能
」
に
対
す
る
科
学
化
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
を
卒
直
に
認
め
る
。
ポ
ト
ホ
フ
は
、
右
に
の
べ
た
よ

う
な
困
難
な
事
情
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
現
状
で
は
規
範
科
学
的
把
握
の
不
確
か
さ
を
認
め
、
規
範
科
学
の
究
明
を
、
窮
局
の
科
学

的
目
標
と
し
て
意
図
し
、
構
想
す
る
に
と
ど
め
る
。
そ
し
て
、
経
験
的
・
現
実
的
研
究
11
存
在
科
学
的
研
究
の
成
果
こ
そ
、
確
実
に
把

握
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
ま
た
同
時
に
、
価
値
・
規
範
観
念
の
基
礎
11
規
範
科
学
の
基
礎
で
も
あ
る
、
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、

ポ
ト
ホ
フ
は
何
よ
り
も
特
に
存
在
科
学
的
研
究
の
成
果
を
め
ざ
し
て
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
、
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
っ

(17) 

て
も
、
「
実
践
上
の
経
営
政
策
」
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
と
み
て
い
る
。
既
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
ボ
ト
ホ
フ
は
、
四
つ
の
理
由
か
ら
、

規
範
科
学
よ
り
も
存
在
科
学
の
研
究
を
先
決
す
べ
し
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

を
伴
う
こ
と
か
ら
、

こ
れ
を
、
窮
局
的
な
意
図
な
い
し
構
想
に
と
ど
め
て
、
当
面
、
確
実
に
把
握
し
う
る
存
在
科
学
的
研
究
に
努
力
を

進
め
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
「
存
在
科
学
と
規
範
科
学
」
の
構
想
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
面
、
実
際
上
は
「
存
在
科
学
」
に
と
ど
ま

ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
、

い
ま
や
、
規
範
科
学
の
究
明
が
種
々
の
困
難
や
不
確
か
さ

こ
う
し
た
存
在
科
学
的
研
究
を
、
単
な
る
存
在
の
理
論
的
認
識
に
と
ど
め
な
い
で
、
規

(18) 

範
科
学
の
甚
礎
と
し
て
意
義
づ
け
、
「
実
践
上
の
経
営
政
策
」
に
役
立
た
し
め
る
も
の
と
し
て
意
義
づ
け
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

ー/‘ 
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ボ
ト
ホ
フ
は
、
「
社
会
倫
理
学
」

(die
Sozialethik) 
~
つ
い
て
、
ゲ
ッ
ク
の
説
明
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
社
会
倫
理
学
」
の
目

的
は
、
「
価
値
秩
序
と
個
別
価
値
の
認
識
」
に
も
と
づ
い
て
、
人
間
の
共
同
生
活
に
対
し
規
範
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
「
社
会
倫
理
学
」
は
、
「
道

徳
的
善
」
の
理
念
11
最
高
価
値
か
ら
出
発
し
、
主
と
し
て
演
繹
的
に
「
必
然
の
方
途
」

11
規
範
を
指
示
す
る
0

Potthoff, 
a. 
a. 
0
.
 
S. 
14., 

G
e
c
k
,
 
a. 
a. 
O. S. 
112. 

⑮

Potthoff, 
a. 
a. 
0
.
 S. 
15. 

⑱

a. 
a. 
0
.
 S. 
1
5
1
1
6
.
ボ
ト
ホ
フ
ほ
、
ワ
ー
ゲ
マ
ン
の
叙
述
に
し
た
が
い
、
国
民
経
済
活
動
の
う
ち
、
合
理
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
の

は、

25
％
以
下
に
す
ぎ
な
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
0

a. 
a. 
0
.
 S
.
 
16. 

聞

a.
a. 
0. S
.
 
16. 

⑱

a. 
a. 
0
.
 S
.
 
16. 

「
規
範
科
学
」
と
「
存
在
科
学
」
（
河
野
）
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3
 
右
の
第
一
の
仕
事
が
確
立
さ
れ
た
と
し
て
も
、
規
範
科
学
11
社
会
経
営
倫
理
学
は
、
第
二
の
仕
事
を
成
功
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

は
、
①
も
③
も
不
可
欠
の
基
礎
的
要
因
と
な
る
。

ポ
ト
ホ
フ
の
い
う
規
範
科
学
す
な
わ
ち
「
社
会
経
営
倫
理
学
」
の
第
一
の
仕
事
は
、
経
営
の
倫
理
的
理
想
像
の
獲
得
に
あ
る
。

そ
の
方
法
は
、
①
存
在
科
学
に
よ
る
「
所
与
の
事
実
」
の
理
論
的
把
握
を
前
提
な
い
し
基
礎
と
し
、
③
確
立
し
た
一
般
的
「
社
会
倫
理

学
」
に
よ
る
「
社
会
の
倫
理
的
理
想
像
」
に
依
存
し
て
、
⑧
に
、
①
を
克
服
す
べ
き
対
極
と
し
て
、
ま
た
R
の
経
営
局
面
へ
の
専
門
化

と
し
て
、
経
営
の
倫
理
的
理
想
像
を
獲
得
す
る
。
し
か
る
に
、
ボ
ト
ホ
フ
に
よ
れ
ば
、
①
の
研
究
は
緊
急
課
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
面

不
十
分
で
あ
り
、
③
も
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
⑧
の
仕
事
は
窮
局
の
課
題
だ
と
し
て
も
当
面
は
困
難
と
さ
れ
る
。

か
り
に
①
が
十
分
に
進
め
ら
れ
た
と
し
て
も
③
が
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
③
の
仕
事
も
確
立
さ
れ
な
い
。
⑧
が
可
能
に
な
る
た
め
に

2
 

体
は
何
ら
誤
っ
て
い
な
い
。

ポ
ト
ホ
フ
が
規
範
科
学
と
そ
の
方
法
を
強
調
す
る
理
由
は
、
結
局
、
彼
が
科
学
の
実
践
性
を
強
く
求
め
、
「
社
会
経
営
政
策
」
を

で
き
る
だ
け
科
学
化
し
、
そ
の
実
践
に
対
し
科
学
的
に
役
立
と
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
科
学
の
実
践
性
に
対
す
る
姿
勢
自

｀ ー

方
法
論
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
、

の
「
社
会
経
営
政
策
論
」
の
内
容
を
う
か
が
う
準
備
と
し
て
、
一
応
、
方
法
論
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で

は
、
ポ
ト
ホ
フ
の
方
法
論
の
特
徴
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
と
も
に
、
関
連
す
る
方
法
論
上
の
重
要
諸
問
題
の
う
ち
、
焦
点
を
、
ポ
ト
ホ

フ
が
強
調
し
た
「
存
在
科
学
と
規
範
科
学
」
の
方
法
上
の
関
係
づ
け
に
し
ぼ
り
、
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

第
一
に
「
規
範
科
学
」
に
つ
い
て

皿

「
規
範
科
学
」
と
「
存
在
科
学
」
（
河
野
）

そ
れ
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
る
内
容
の
検
討
を
通
じ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
ポ
ト
ホ
フ

ノ‘
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す
な
わ
ち
、
経
営
の
倫
理
的
理
想
像
か
ら
演
繹
的
に
諸
規
範

(
N
o
r
m
g
)
を
得
て
、

九

こ
れ
を
所
与
の
存
在
に
与
え
、
現
実
を
理
想
に
近

づ
け
、
理
想
の
実
現
を
は
か
る
。
し
か
し
、
①
も
と
も
と
、
理
想
は
実
現
不
可
能
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
実
現
を
可
能
視
し
て
、

理
想
を
か
か
げ
、
理
想
を
ふ
り
ま
わ
す
と
こ
ろ
に
、
理
想
主
義
的
方
法
の
特
徴
も
あ
る
が
、
根
本
的
欠
陥
が
あ
る
。
R
存
在
法
則
の
対

極
と
し
て
の
倫
理
的
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
現
実
を
規
制
す
る
こ
と
は
、
法
則
の
作
用
に
対
す
る
倫
理
的
説
教
に
な
る
。
⑧
そ
の
う

ち
に
は
、
理
想
と
現
実
と
が
混
用
さ
れ
、
現
実
を
理
想
に
近
づ
け
る
ど
こ
ろ
か
、
理
想
を
も
っ
て
現
実
を
隠
蔽
し
、
こ
の
傾
向
が
更
に

進
む
と
、
④
理
想
11
現
実
と
錯
覚
し
、
理
想
に
よ
っ
て
現
実
の
美
化
や
譜
美
が
強
め
ら
れ
る
。

4

過
去
と
現
在
の
、
所
与
の
経
営
理
想
や
規
範
は
、
存
在
科
学
の
認
識
対
象
に
は
い
る
。
規
範
科
学
と
し
て
の
経
営
理
想
や
規
範

は
、
現
在
と
将
来
の
結
節
点
に
登
場
し
、
経
営
「
形
成
」
ま
た
は
「
実
践
」
に
用
い
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
個
別
資
本
運
動
の
な
か
で
、

経
営
の
に
な
い
手
は
、
ほ
ん
ら
い
「
資
本
主
体
」
で
あ
る
。
規
範
科
学
の
成
果
は
、
「
資
本
主
体
」
活
動
を
科
学
化
し
、
こ
れ
に
役
立
と

う
と
す
る
。
理
論
的
立
場
が
資
本
家
階
級
に
よ
る
も
の
は
、
矛
眉
が
な
い
。
労
働
者
階
級
に
よ
る
も
の
は
ど
う
か
。
こ
の
ば
あ
い
、

「
資
本
主
体
」
の
た
め
の
、
資
本
に
よ
る
労
働
力
搾
取
の
政
策
論
を
展
開
し
え
な
い
が
、
労
働
者
階
級
の
立
場
か
ら
の
経
営
に
対
す
る

(

1

)

 

政
策
論
は
展
開
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
で
よ
う
。

個
別
資
本
運
動
の
な
か
に
は
、
経
営
を
に
な
う
「
資
本
主
体
」
の
ほ
か
、
そ
の
搾
取
活
動
の
対
象
と
な
り
、
疎
外
さ
れ
た
「
労
働
力

の
主
体
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
「
疎
外
」
と
「
搾
取
」
へ
の
抵
抗
と
し
て
、
「
資
本
主
体
」
に
対
し
二
つ
の
作
用
を
及
ぼ
す
。
第
一

は
、
「
疎
外
」
と
「
搾
取
」
を
廃
止
し
「
資
本
主
体
」
を
否
定
し
て
自
ら
経
営
を
に
な
う
主
体
に
も
な
る
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
は
第
二
の

作
用
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
労
働
力
」
の
不
利
を
減
少
し
、
利
益
を
増
進
す
る
た
め
「
搾
取
」
の
領
域
・
方
式
・
程
度
等
に
対
す
る
抵
抗

で
あ
り
、
結
局
、

こ
れ
に
対
応
す
る
「
資
本
主
体
」
の
計
算
に
も
と
ず
く
施
策
を
実
現
さ
せ
る
。
第
二
の
ば
あ
い
の
問
題
は
、
資
本
に

よ
る
労
働
力
搾
取
を
廃
止
し
え
ず
、
結
局
に
お
い
て
、
不
可
と
さ
れ
た
搾
取
政
策
論
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
い
て
い

「
規
範
科
学
」
と
「
存
在
科
学
」
（
河
野
）
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「
規
範
科
学
」
と
「
存
在
科
学
」
（
河
野
）

え
ば
、
第
二
の
作
用
は
、
本
来
的
な
搾
取
政
策
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
労
働
力
の
利
益
を
追
求
す
る
圧
力
と
こ
れ
に
よ
る
「
資
本
主
体
」

西
ド
イ
ツ
労
働
界
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
一
人
と
み
ら
れ
る
ポ
ト
ホ
フ
は
、
規
範
科
学
の
主
張
に
か
か
わ
る
こ
の
種
の
問
題
点
に
つ
き

楽
観
的
で
あ
る
。
彼
が
「
経
営
社
会
政
策
」
で
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
「
社
会
経
営
政
策
」
を
強
調
す
る
の
も
、
労
働
に
よ
る
「
経
営
」
の

規
範
科
学
は
、
規
範
目
的
を
実
現
す
る
合
理
的
手
段
を
求
め
る
「
技
術
論
」
を
伴
う
。
ポ
ト
ホ
フ
も
、
技
術
を
定
義
し
て
、
「
社

(

2

)

 

会
経
営
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
、
合
目
的
的
に
適
用
さ
る
べ
き
一
連
の
手
段
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
技
術
を
、
所
与
の
存
在
の

一
部
と
し
て
取
り
あ
げ
れ
ば
、

そ
れ
は
存
在
科
学
の
な
か
に
位
置
す
る
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
実
践
上
の
政
策
目
的
を
実
現
す
る
合
目

的
的
な
手
段
と
し
て
求
め
ら
れ
る
技
術
は
、

い
わ
ば
、
政
策
論
に
伴
う
「
技
術
論
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ポ
ト
ホ
フ

は
、
「
技
術
」
を
存
在
科
学
と
し
て
も
「
技
術
論
」
と
し
て
も
考
察
し
て
い
る
。

ボ
ト
ホ
フ
の
規
範
科
学
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
実
践
科
学
を
求
め
る
意
図
を
諒
と
す
る
が
、
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
「
規
範
学
派
」
の
方

法
論
に
対
す
る
検
討
が
不
十
分
の
ま
ま
で
、
余
り
に
も
こ
れ
に
依
存
し
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
「
倫
理
的
理
想
像
」
を
求

め
、
こ
れ
を
現
実
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
点
に
重
大
な
問
題
点
が
あ
る
。

第
二
に
「
存
在
科
学
」
に
つ
い
て

鈴
木
氏
は
、
基
本
的
に
は
シ
ェ
ー
ン
。
フ
ル
ー
ク

(F.
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
)
 
に
し
た
が
っ
て
、
戦
後
ド
イ
ツ
経
営
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
、

価
値
判
断
的
科
学
に
属
す
る
「
規
範
科
学
」
傾
向
と
没
価
値
的
科
学
に
属
す
る
「
純
粋
科
学
」
傾
向
お
よ
び
「
応
用
科
学
」
傾
向
を
指

(

3

)

 

摘
さ
れ
る
。
あ
と
の
二
傾
向
が
完
全
に
没
価
値
的
た
り
う
る
か
ど
う
か
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
が
存
在
科
学
な
い
し
理
論
と
よ
ば

れ
る
も
の
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
純
粋
科
学
と
応
用
科
学
の
対
象
を
く
ら
べ
る
と
、
前
者
が
純
客
観
的
存
在
を
対
象
と
し
、

5
 

変
革
を
か
な
り
楽
観
視
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

活
動
の
変
更
を
含
む
政
策
論
と
い
え
よ
う
。

1
0
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く
こ
と
に
す
る
。

(

4

)

 

ポ
ト
ホ
フ
に
よ
れ
ば
、
存
在
科
学
は
、
所
与
の
存
在
た
る
「
我
々
の
全
生
活
が
規
範
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
決
し
て
異

論
を
と
な
え
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
彼
は
、
政
策
目
的
や
そ
の
合
目
的
的
手
段
と
し
て
の
技
術
な
ど
を
所
与
の
存

在
と
し
て
、
存
在
科
学
の
認
識
対
象
に
と
り
い
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
ボ
ト
ホ
フ
は
純
粋
科
学
を
主
張
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う
。
つ
ぎ
に
、
政
策
目
的
や
技
術
な
ど
を
所
与
の
存
在
と
し
て
理
論
的
に
究
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
．
当
然
、
こ
れ
ら
が
純
客
観
的
存
在

の
な
か
か
ら
成
立
す
る
に
至
る
必
然
性
と
、

こ
れ
ら
が
純
客
観
的
存
在
に
対
し
て
機
能
す
る
必
然
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

か
く
て
、
政
策
目
的
や
技
術
が
所
与
の
存
在
と
し
て
対
象
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
応
用
科
学
の
立
場
だ
と
断
定

す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
純
客
観
的
存
在
と
政
策
・
技
術
存
在
と
が
と
も
に
「
客
観
的
存
在
」
と
し
て
対
象
に
と
り
い
れ
ら

れ
て
い
る
と
解
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
で
の
多
く
の
傾
向
が
、
存
在
科
学
を
と
る
ひ
と
は
、
純
粋
科
学
か
し
か
ら
ず
ん
ば
応
用
科

学
と
い
っ
た
二
者
択
一
的
で
、

い
ず
れ
か
に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
誰
で
も
必
ず
そ
う
な
る
と
は
い
え
ま
い
。
ポ
ト
ホ
フ
の
存
在
科
学

は
、
所
与
の
主
体
行
動
と
し
て
の
政
策
・
技
術
存
在
と
純
客
観
的
存
在
と
を
と
も
に
対
象
に
い
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
存
在
科

学
は
、
経
営
独
自
の
理
論
か
社
会
的
理
論
の
一
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
経
営
理
論
か
、
方
法
論
上
重
要
な
問
題
を
も
っ
て
お
り
、

ま
た
、
資
本
と
労
働
の
矛
盾
し
、
対
応
す
る
主
体
行
動
を
内
に
含
み
な
が
ら
、
し
か
も
物
化
し
た
独
占
的
個
別
資
本
の
運
動
法
則
と
し

て

把

握

さ

れ

ね

ば

な

ら

ぬ

で

あ

ろ

う

。

．

な
お
、
・
ポ
ト
ホ
フ
の
存
在
科
学
方
法
論
に
は
、
経
験
論
や
実
証
主
義
の
傾
向
も
指
摘
さ
れ
る
が
、

第
三
に
存
在
科
学
と
規
範
科
学
の
結
合
に
つ
い
て

ポ
ト
ホ
フ
の
方
法
論
は
、
存
在
科
学
の
方
法
と
規
範
科
学
の
方
法
と
の
結
合
を
中
心
問
題
と
し
て
い
る
。
科
学
の
理
論
性
の
み
な
ら

「
規
範
科
学
」
と
「
存
在
科
学
」
（
河
野
）

後
者
は
所
与
の
実
践
的
目
的
ー
手
段
関
連
と
し
て
の
存
在
を
対
象
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
検
討
は
、

こ
こ
で
は
省
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ず
実
践
性
を
も
求
め
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
両
者
の
何
ら
か
の
結
合
は
必
要
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
、
ポ
ト
ホ
フ
の
結
合
の
し
か
た
に
は
問
題
が
あ
る
。
両
者
の
結
合
は
、
二
つ
の
側
面
に
み
ら
れ
る
。
第
一
の
側
面
は
、
存
在

科
学
の
成
果
を
「
前
提
」
な
い
し
「
基
礎
」
と
し
、
し
か
も
こ
れ
と
「
区
別
」
し
て
、
こ
れ
を
「
克
服
」
す
べ
き
、
こ
れ
の
「
対
極
」

物
と
し
て
、
そ
の
う
え
更
に
「
一
般
社
会
倫
理
学
」
の
専
門
化
と
し
て
、
「
経
営
の
倫
理
的
理
想
像
」
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
過
程
に
現

わ
れ
る
。
こ
れ
が
き
わ
め
て
困
難
な
、
不
確
か
な
こ
と
で
あ
る
点
は
、
ボ
ト
ホ
フ
自
ら
認
め
る
と
こ
ろ
だ
。
第
二
の
側
面
は
、
既
に
獲

得
し
た
経
営
の
倫
理
的
理
想
像
に
も
と
づ
い
て
設
け
ら
れ
る
規
範
を
通
じ
、
存
在
科
学
と
し
て
把
え
ら
れ
た
現
実
を
理
想
に
近
づ
け
、

こ
の
現
実
の
な
か
に
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
過
程
に
現
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
実
現
不
可
能
な
も
の
を
可
能
視
し
て
、
倫
理
的
説
教

に
陥
り
、
理
想
と
現
実
を
あ
い
ま
い
に
し
、
も
し
く
は
混
同
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
実
を
理
想
で
隠
し
た
り
、
現
実
を
理
想
と
錯
覚
し

た
り
、
現
実
を
理
想
で
美
化
し
た
り
す
る
結
果
に
な
る
。
二
つ
の
側
面
に
み
ら
れ
る
両
者
の
結
合
の
仕
方
は
正
し
く
な
い
。

存
在
科
学
と
し
て
発
見
す
べ
き
法
則
は
、
主
体
の
政
策
・
技
術
行
為
を
も
所
与
の
存
在
と
し
て
含
む
と
こ
ろ
の
、
矛
盾
し
運
動
す
る

個
別
独
占
資
本
の
法
則
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
と
し
、
こ
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
、
所
与
の
条
件
の
下
で
、
倫
理
的
理
想
で
は
な
く
、

実
現
可
能
な
、

合
理
的
当
為
と
し
て
の
政
策
目
的
を
規
定
す
べ
き
政
策
論
と
政
策
を
実
現
す
べ
き
合
目
的
的
手
段
と
し
て
と
ら
る
べ
き

(

5

)

 

技
術
論
が
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

山
上
林
教
授
に
よ
る
と
、
企
業
経
済
学
の
な
か
で
、
資
本
の
剰
余
価
値
獲
得
に
対
す
る
理
論
的
批
判
と
、
労
働
者
階
級
の
立
場
か
ら
の
企
業
へ
の

政
策
論
は
展
開
さ
れ
る
が
、
剰
余
価
値
獲
得
の
た
め
の
政
策
論
は
展
開
さ
れ
え
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

「
シ
ム
ポ
ジ
ウ
ム
経
営
経
済
学
の
新
胎
動
に
つ
い
て
」
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固
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「
社
会
政
策
の
歴
史
理
論
研
究
」
第
一
章
社
会
政
策
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の
対
象
と
方
法

「
規
範
科
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と
「
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