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」
・
R
・
ラ
ベ
ッ
ツ
著

中
山
　
茂
訳

『
批
判
的
科
学

た
め
に
』

産
業
化
科
学
の
批
判
の

　
〈
科
学
V
と
い
う
呼
称
は
、
政
治
学
に
と
つ
て
は
何
や
ら
悪
魔
的
な
魅
力
を

も
つ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
科
学
に
さ
え
な
れ
ば
…
…
」
と
い
つ
た
、
突
き
つ

め
た
想
い
す
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
戦
後
政
治
学
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
を
大
価
値
に
奉
じ
あ
げ
て
、
人
間
の
営
為
は
あ
げ
て
こ
の
大
価
値
を
実
現
す

る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
営
為
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
個
人
・
集
団
・
組
織
．
制
度
．
国

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

家
と
い
つ
た
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
発
現
す
る
、
と
し
た
こ
と
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
い
わ
ば
、
そ
こ
に
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
唯
一
に
、
そ
し
て
確
定
的

に
、
し
か
し
な
が
ら
個
々
の
人
間
の
魂
や
身
体
を
ま
る
ご
と
包
摂
し
切
つ
た
形

で
定
礎
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
内
在
批
判
的
な
営
為
は
、
あ
た
か
も
非
生
産
的
な
思

惟
だ
と
ま
で
呼
び
捨
て
ら
れ
る
、
画
一
的
行
動
主
義
へ
の
賛
嘆
が
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
言
い
か
え
れ
ば
、
科
学
は
科
学
と
し
て
自
律
的
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ヘ
の
饗
導

路
を
切
り
ひ
ら
き
、
人
間
は
そ
の
ル
ー
ト
に
着
底
す
る
こ
と
で
、
ま
ず
は
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

民
主
主
義
が
実
現
さ
れ
、
こ
う
し
た
国
家
の
集
合
体
は
、
お
の
ず
か
ら
デ
モ
ク

紹
介
と
批
評

ラ
シ
ー
の
世
界
を
こ
の
世
に
達
成
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
。
政
治
学
は
政

治
科
学
と
し
て
、
こ
の
達
成
動
機
を
明
確
に
内
包
し
、
そ
の
達
成
路
に
立
ち
ふ

さ
が
る
で
あ
ろ
う
個
人
的
・
集
団
的
等
々
の
障
碍
を
排
除
す
る
技
法
と
、
そ
う

し
た
障
碍
を
形
成
し
う
る
心
理
的
・
社
会
的
要
因
の
捌
挟
に
適
進
す
る
こ
と
に

な
つ
た
。

　
し
か
し
、
政
治
学
に
お
げ
る
科
学
の
こ
の
自
動
制
御
作
用
が
、
歴
史
を
切
り

ひ
ら
く
人
間
の
創
造
的
営
為
を
先
導
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
む

し
ろ
そ
こ
で
の
く
歴
史
の
創
造
V
と
し
て
の
科
学
的
営
為
は
、
た
だ
人
間
の
行

動
と
L
て
現
わ
れ
た
も
の
を
、
後
追
い
し
跡
づ
け
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

そ
こ
に
は
、
問
題
の
自
己
発
見
的
領
域
は
放
置
さ
れ
、
た
と
え
ば
投
票
行
動
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
制
度
的
に
周
期
的
に
現
わ
れ
る
人
間
行
動
を
待

ヤ
　
　
ヤ

つ
て
分
析
す
る
と
い
う
（
ラ
ベ
ッ
ッ
の
い
う
）
「
フ
ー
ル
・
プ
ル
ー
フ
」
科
学
が

無
残
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。

　
何
が
く
善
い
生
活
V
で
あ
り
、
何
が
く
善
い
社
会
V
で
あ
る
か
は
、
時
代
つ

ま
り
歴
史
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
た
め

の
科
学
が
、
典
型
的
に
公
害
に
結
ん
だ
と
き
、
そ
れ
は
確
実
に
反
人
間
的
科
学

と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
明
ら
か
に
な
つ
た
の
と
同
じ
文
脈
で
、
素
朴
な
科

学
主
義
に
浮
か
れ
た
政
治
学
に
あ
つ
て
、
そ
の
科
学
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
も
通
じ

て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
人
間
の
後
追
い
は
、
こ
の
素
朴
さ
か
ら
い
か
に
離
脱
し
、
人
問
に
た
い
す
る

自
己
発
見
に
い
か
に
連
接
す
る
か
の
意
義
と
角
度
を
発
見
し
た
場
合
に
の
み
、

人
間
の
歴
史
的
創
造
に
参
加
し
う
る
。
少
な
く
と
も
当
分
は
、
反
科
学
的
視
点

か
ら
政
治
科
学
へ
の
批
判
を
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
人
間
に
お
け
る
く
詩
と
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
　
（
＝
二
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

実
V
に
足
を
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
政
治
学
の
生
命
で
は
な
い
の
か
。
バ
リ
ー
・
コ

モ
ナ
ー
の
『
科
学
と
人
類
の
生
存
』
（
講
談
社
刊
）
、
B
・
デ
ィ
ク
ソ
ン
　
『
何
の

た
め
の
科
学
か
』
（
紀
伊
国
屋
書
店
刊
）
、
柴
谷
篤
弘
『
反
科
学
論
』
（
み
す
ず
書
房

刊
）
、
な
ど
で
示
さ
れ
た
行
論
を
吟
味
し
つ
つ
、
本
書
が
政
治
学
に
有
意
な
も

う
一
つ
の
科
学
論
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
科
学
に
政

治
学
を
化
す
こ
と
の
な
い
科
学
者
を
、
政
治
学
者
の
な
か
に
育
て
あ
げ
る
よ
す

が
に
な
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。

※

　
「
危
機
に
対
ナ
る
反
応
は
、
す
ぐ
さ
ま
新
し
い
科
学
の
創
造
と
し
て
あ
ら
わ

れ
る
」
（
二
九
六
頁
）
、
こ
の
創
造
活
動
が
く
批
判
的
科
学
V
だ
、
と
ラ
ベ
ッ
ツ
は

次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
「
孤
立
し
た
個
々
の
人
た
ち
が
余
暇
を
犠
牲
に
し
、
通
常
の
研
究
を
中
断
し
て
ま

　
　
で
、
現
実
的
問
題
に
批
判
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
い
ま
や
新
し
い
種

　
　
類
の
科
学
、
す
な
わ
ち
批
判
的
科
学
を
行
な
う
学
派
が
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
学
派
で
は
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
研
究
ブ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
質
の
高

　
　
い
共
同
研
究
か
な
さ
れ
、
暴
走
す
る
テ
ク
ノ
・
ジ
！
が
人
類
や
自
然
に
も
た
ら
す
さ

　
　
ま
ざ
ま
な
危
害
を
、
発
見
し
、
分
析
し
、
批
判
を
行
な
つ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の

　
　
ヲ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
も
た
ら
し
て
い
る
危
害
を
公
表
し
、
廃
止
を
求
め
る
キ
ャ
ン
ベ
ー

　
　
ン
を
行
な
う
こ
と
に
よ
つ
て
運
動
が
支
え
ら
れ
て
い
る
。
」
（
二
九
六
！
七
頁
）

　
さ
ら
に
続
け
て
ラ
ベ
ッ
ツ
は
、
そ
れ
が
に
な
う
問
題
状
況
を
次
の
よ
う
に
述

べ
、
る
。

「
批
判
的
科
学
が
取
り
扱
う
問
題
状
況
は
、
誰
か
が
故
意
に
環
境
を
汚
染
し
よ
う
と

企
て
た
結
果
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
も
と
ど
お
り
に
戻
そ
う
と
し
て
も
厄
介
で
金
の

一
〇
六
　
　
　
（
一
二
一
六
）

　
か
か
る
行
為
の
慣
行
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
勢
力
の
大
き
い
企

　
業
グ
ル
ー
プ
や
国
家
自
体
の
利
害
が
絡
み
合
つ
て
発
し
た
問
題
な
の
で
あ
る
。
問
題

　
　
の
実
態
調
査
を
す
る
だ
け
で
、
内
情
暴
露
と
キ
ャ
ン
ベ
ー
ン
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
そ

　
　
の
よ
う
な
仕
事
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
批
判
的
科
学
が
政

　
治
的
に
な
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
り
、
ま
た
絶
対
に
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
』

　
　
（
二
九
七
頁
）

　
批
判
的
科
学
が
、
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
つ
く
り
出
し
た
問
題
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ

！
が
解
決
す
る
」
と
い
う
、
科
学
に
た
い
す
る
過
信
・
誤
信
に
対
し
て
、
そ
の

虚
妄
を
突
く
形
で
登
場
し
た
背
景
に
は
、
科
学
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
：
と
結
ん
だ
、

ラ
ベ
ッ
ツ
の
い
う
産
業
化
科
学
と
し
て
巨
大
化
し
、
そ
れ
ら
が
社
会
規
範
を
つ

く
り
だ
し
、
人
間
や
社
会
を
制
御
す
る
状
況
が
あ
つ
た
。
科
学
H
技
術
の
可
能

性
が
人
間
の
進
歩
の
可
能
性
と
等
置
さ
れ
、
そ
の
範
囲
内
に
人
間
は
沈
潜
し

た
。
つ
ま
り
、
人
間
の
営
為
は
科
学
－
技
術
の
営
為
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
、
そ

の
限
り
で
人
間
は
確
実
に
科
学
に
従
属
し
た
。
G
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
逆
ユ
ー
ト

ピ
ア
は
す
で
に
そ
の
本
質
を
現
在
に
表
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
、
そ
の
世
界
を
脱
出
す
る
に
は
ま
ず
科
学
背
技
術
は
決
し
て
自
律
性
を
も
た

ず
、
自
己
修
正
力
を
も
た
な
い
、
と
い
う
前
提
に
立
た
ね
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
認
識
こ
そ
、
ラ
ベ
ッ
ツ
が
社
会
と
科
学
の
く
関
係
V
に
お
い
て

と
ら
え
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

※
　
※

現
代
の
特
徴
は
、
【
科
学
は
生
産
の
基
本
的
要
因
で
あ
り
、
そ
れ
を
進
め
る

た
め
に
堅
局
度
に
訓
練
さ
れ
た
『
科
学
的
人
的
資
源
』
を
ど
ん
ど
ん
供
給
し
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
三
四
頁
）
と
す
る
〈
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
的
科
学
観
〉
が
広



範
に
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
点
に
あ
る
、
と
ラ
ベ
ッ
ツ
は
い
う
。
そ
れ
は

『
『
科
学
』
を
、
単
に
財
政
的
援
助
を
与
え
計
画
的
に
管
理
す
る
だ
け
で
我
々
す

べ
て
に
限
り
な
い
祝
福
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
、
独
立
し
た
、
自
己
充
足
的
な

生
産
の
要
因
で
あ
る
と
見
な
す
。
」
（
ゴ
西
頁
）

　
こ
の
事
態
は
科
学
の
産
業
化
、
つ
ま
り
産
業
化
科
学
の
成
立
を
意
味
し
て
い

る
。
こ
の
状
況
成
立
は
、
一
方
に
お
い
て
、
科
学
を
真
理
探
究
と
い
う
自
己
充
足

的
な
体
系
と
お
き
、
他
方
で
は
、
社
会
な
い
し
社
会
状
況
を
お
い
て
、
そ
の
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

者
を
つ
な
ぐ
の
に
〈
応
用
〉
科
学
を
設
定
す
る
関
係
づ
け
に
ょ
つ
て
い
る
。
こ

の
論
理
構
造
は
、
真
理
探
究
と
し
て
の
科
学
と
応
用
科
学
の
分
業
体
制
を
確
立

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
構
造
か
ら
し
て
、
科
学
者
は
応
用
部
門
の
悪
し
き
結
果

か
ら
免
責
さ
れ
る
論
理
が
成
立
す
る
の
だ
。
し
か
し
、
「
科
学
の
二
つ
の
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
イ
サ
ル

の
間
に
『
真
理
』
に
仕
え
る
も
の
と
、
『
帝
王
』
に
仕
え
る
も
の
を
分
か
つ
、

は
つ
き
り
し
た
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
ん
な
科
学
知
識
も
、

『
純
粋
』
を
保
証
さ
れ
た
り
、
応
用
を
免
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
の
は
、
全

く
自
明
」
（
三
六
頁
）
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
科
学
の
ど
の
部
門
も
、
産
業
化

か
ら
く
る
問
題
に
免
疫
で
は
な
い
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
問
題
状
況
を
現
代
科
学
に
見
す
え
れ
ば
、
科
学
を
知
識
体
系
と

す
る
こ
と
へ
の
反
論
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
日
の
科
学

は
、
社
会
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
科
学
そ
の
も
の
が
す
で
に
社
会
の

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

な
か
に
本
質
的
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
科
学
は
そ

れ
自
体
社
会
的
営
為
な
の
だ
、
と
す
る
新
し
い
視
角
が
提
出
さ
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
科
学
と
産
業
化
科
学
と
い
う
二
元
論

は
、
科
学
者
が
歴
史
と
し
て
の
現
代
へ
の
倒
錯
し
た
認
識
論
に
立
つ
限
り
で
持

紹
介
と
批
評

続
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
社
会
行
動
と
し
て
の
科
学
、
あ
る
い
は
社
会
行
動
論

の
対
象
と
し
て
の
〈
科
学
と
は
何
か
〉
に
改
め
て
答
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
み

ず
か
ら
啓
蒙
す
る
た
め
の
基
本
的
問
題
な
の
だ
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
言
い

か
え
れ
ば
、
「
科
学
研
究
が
大
い
に
創
造
的
で
か
つ
全
く
堅
実
だ
と
い
う
二
つ

の
特
徴
を
兼
ね
備
え
て
い
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
知
識
の
発
達
が
無
条
件
に
前
進
的
か
つ
累
積
的
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
十

九
世
紀
的
信
念
を
共
有
す
る
者
だ
け
で
あ
る
。
」
（
八
六
頁
）

　
思
え
ば
、
政
治
に
お
け
る
科
学
は
、
こ
の
十
九
世
的
信
念
に
よ
つ
て
支
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

れ
て
き
た
ほ
ど
、
素
朴
な
志
向
を
も
つ
て
い
た
。
そ
こ
で
の
知
識
の
発
達
は
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
世
界
大
の
拡
充
と
い
う
歴
史
性
に
よ
つ
て
承
認
さ
れ
た
。
し

か
し
、
政
治
の
反
科
学
は
こ
の
ノ
ヅ
ペ
ラ
ボ
ー
の
世
界
観
、
進
歩
の
歴
史
観
に

対
す
る
反
定
立
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
科
学
的
知
識
は
た
し
か
に
、
そ
れ
を

確
立
し
て
い
く
と
き
の
環
境
か
ら
独
立
し
た
も
の
に
な
つ
て
い
る
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
知
識
を
発
展
さ
せ
た
文
化
的
環
境
に
負
つ
て
い
る
。
あ
る
知

識
が
他
の
文
化
圏
に
も
真
正
の
知
識
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ

の
対
象
や
前
提
と
な
る
妥
当
性
と
価
値
の
基
準
が
、
そ
の
受
け
入
れ
文
化
の
世

界
観
と
密
着
し
た
も
の
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
（
一
三
五
頁
）
こ
と
を
思
い
当

て
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
そ
の
上
で
、
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
文
化
に
負
う
と
ご
ろ
の
少
な
い
く
道
具
立

て
V
を
手
段
と
し
て
、
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
へ
の
志

向
を
確
定
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
わ
れ
わ
れ

に
は
「
現
時
点
に
お
い
て
無
能
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
未
成
熟
の
最
も
明
白

な
形
跡
を
呈
し
て
い
る
専
門
分
科
は
、
人
間
の
行
動
を
、
数
学
的
”
実
験
的
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
　
　
（
コ
ニ
七
）



紹
介
と
批
評

然
科
学
の
ス
タ
イ
ル
に
従
つ
て
研
究
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
専
門
諸
分
科
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
」
（
…
三
頁
）
と
い
う
指
摘
を
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況
が
あ

る
。

　
ラ
ベ
ヅ
ツ
は
こ
の
未
成
熟
（
な
い
し
無
能
）
の
分
野
が
果
た
す
機
能
を
、
「
あ

る
集
団
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
知
識
体
系
で
あ
り
、
そ
の
機
能
が
知
識
の
さ

ら
な
る
前
進
の
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
に
で
な
く
、
そ
れ
を
信
ず
る
集
団
に
慰

さ
め
と
安
心
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
る
よ
う
な
知
識
体
系
」
（
二
一
一
…
頁
）
と

し
て
、
〈
俗
信
的
科
学
〉
の
呼
称
を
与
え
る
。

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
無
能
に
も
か
か
わ
ら
ず
確
立
で
き
る
知
識
、
と
い
う
命
題
は
、
政
治
科
学
に

は
痛
烈
た
衝
撃
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
問
題
な
の
は
、
俗
信
的
科
学

の
ア
カ
デ
、
・
・
ズ
ム
科
学
に
対
す
る
挑
戦
の
時
期
は
、
政
治
学
で
は
と
う
に
終
つ

て
い
て
、
今
で
は
俗
信
的
科
学
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
科
学
の
一
部
を
占
取
し
、

「
科
学
の
『
俗
信
的
』
側
面
が
そ
の
『
学
問
的
』
側
面
に
反
作
用
し
」
、
そ
し

て
「
『
俗
信
的
』
側
面
で
の
科
学
研
究
の
産
物
と
『
学
問
的
』
側
面
で
の
産
物

が
、
表
面
的
に
は
非
常
に
異
な
つ
た
ス
タ
イ
ル
と
内
容
を
有
す
る
に
し
て
も
、

そ
れ
ら
は
あ
ら
ま
し
、
単
一
の
事
業
の
内
部
で
異
な
つ
た
機
能
を
演
じ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
す
ぎ
な
い
」
（
二
六
三
頁
）
と
い
う
、
一
種
の
混
合
状
況
の
承
認
が
政
治
学
内

部
に
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

※
　
※
　
※

　
ラ
ベ
ッ
ツ
は
徹
頭
徹
尾
、
社
会
活
動
と
し
て
の
科
学
活
動
の
視
角
か
ら
科
学

を
論
ず
る
。
そ
の
意
味
で
の
科
学
の
衰
退
は
人
間
の
怠
惰
を
明
ら
か
に
す
る
。

L
か
も
、
こ
の
衰
退
を
防
ぐ
に
は
、
科
学
者
が
「
高
度
に
倫
理
的
な
行
動
と
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
　
（
二
二
八
）

恵
と
を
も
つ
て
、
研
究
の
質
の
管
理
と
方
向
づ
け
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な

い
。
』
だ
が
、
そ
れ
に
は
科
学
内
部
で
存
続
し
て
ぎ
た
く
進
歩
の
理
念
V
が
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

焉
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
長
か
り
し
科
学
の
黄
金
時
代
の
終
焉
を
宣
言
す
る

こ
と
で
は
じ
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
さ
ら
に
「
科
学
者
が
倫
理
的
で
あ
ろ
う
と
す

る
こ
と
は
、
今
日
も
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
科
学
者
共
同
体
で

は
意
味
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
る
が
、
科
学
が
産
業
化
す
る
に
し
た
が
つ
て
不
十

分
な
も
の
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
つ
ま
り
伝
統
的
な
『
科
学
者
の
倫
理
』
は
産

業
化
科
学
の
出
現
に
よ
つ
て
生
み
出
さ
れ
た
多
く
の
問
題
に
は
無
力
な
も
の
と

な
り
、
科
学
者
は
絶
え
ず
産
業
化
科
学
の
誘
惑
に
さ
ら
れ
て
い
る
」
（
二
七
五
－

六
頁
）
状
況
を
峻
別
す
る
知
覚
力
が
要
求
さ
れ
よ
う
。

　
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
社
会
制
度
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

体
制
化
さ
れ
た
産
業
化
科
学
の
癒
し
難
い
問
題
を
ひ
と
た
び
暴
露
し
て
し
ま
え

ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ば
、
制
度
は
ほ
ど
な
く
解
体
し
て
し
ま
う
の
だ
と
信
じ
込
む
、
〈
急
進
的
改
革

者
の
素
朴
な
合
理
主
義
V
観
を
と
つ
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
科
学
の
神
話
と
し
て
の
中
立
科
学
観
を
、
科
学
者
自
身
が
放
逐
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
リ
、
「
ア
カ
デ
、
・
・
ズ
ム
科
学
の
も
つ
道
徳
的
中
立
性
が
実

在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
拡
張
し
て
考
え
れ
ぽ
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
科
学
に
と

つ
て
独
自
の
道
徳
的
問
題
が
生
ま
れ
て
く
る
」
（
二
八
七
頁
）
以
上
、
科
学
は
中

立
性
を
も
つ
て
道
徳
か
ら
免
罪
だ
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
難
点
を
突
破
で
き
な
け
れ
ば
、
「
ま
だ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
自
由
で
自
律

的
で
あ
る
と
半
ぽ
信
じ
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
産
業
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
国
家

や
産
業
に
対
し
て
依
存
し
責
任
を
負
つ
て
い
る
こ
と
を
知
つ
て
い
る
」
（
二
九
四

頁
）
と
い
う
二
重
人
格
者
と
し
て
の
科
学
者
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る



い
は
、
コ
般
公
衆
は
知
識
の
向
上
と
普
及
に
つ
い
て
科
学
に
強
い
期
待
を
か

け
て
き
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
科
学
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
学
問
の
，
一
部
と
し

て
、
知
識
の
向
上
と
普
及
に
は
責
任
を
も
て
な
い
と
長
ら
く
主
張
し
－
…
科
学

の
自
律
性
と
倫
理
的
完
全
性
を
楯
に
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
科
学
の
メ
ソ
バ
ー
の
特

権
と
責
任
の
免
除
を
要
求
」
（
二
九
一
－
二
頁
）
す
る
限
り
、
科
学
の
産
業
化
に

ょ
つ
て
生
じ
た
新
し
い
問
題
に
背
を
む
け
、
そ
の
解
決
に
目
を
と
じ
る
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
科
学
の
腐
敗
な
の
で
あ
る
。

※
※
※
※

　
科
学
が
腐
敗
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
堕
落
に
も
通
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
急

激
に
変
化
す
る
環
境
か
ら
発
す
る
諸
問
題
を
人
間
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
方
法
を
人
間
が
し
か
と
握
つ
て
い
ら
れ
な
い
状
況
を

意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ベ
ヅ
ツ
が
い
う
批
判
的
科
学
は
、
ま
さ
に
こ

う
し
た
質
の
科
学
を
い
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
批
判
的
科

学
で
は
、
人
間
と
自
然
の
調
和
を
保
つ
た
め
に
人
工
的
な
シ
ス
テ
ム
と
自
然
の

シ
ス
テ
ム
が
張
り
め
ぐ
ら
す
複
雑
な
因
果
関
係
の
網
目
構
造
を
十
分
に
理
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
三
〇
一
責
）
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
と
自
然
と

の
調
和
し
た
世
界
像
が
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
「
批
判
的
科
学
の
研
究
で
は
、
次
々
と
問
題
を
設
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
設
定
は
新
し
い
挑
戦
と
困
難
を
は
ら
ん
で
い

る
」
（
三
〇
二
頁
）
、
そ
の
連
続
的
状
況
に
耐
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
に
ち
が

い
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
批
判
的
科
学
も
未
成
熟
な
段
階
に
あ
る
限
り
、
陥
り
や
す
い
陥

　
　
　
紹
介
と
批
評

穽
が
あ
る
。
ラ
ベ
ッ
ツ
は
そ
れ
を
、
未
成
熟
な
科
学
を
現
実
的
な
問
題
に
応
用

す
る
際
に
陥
り
や
す
い
陥
穽
と
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
政
治
改
革
運
動
が
陥
り
や
す

い
陥
穽
と
し
て
警
告
を
忘
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
陥
穽
は
、
科
学
者
の
外
界
に

対
す
る
関
係
、
つ
ま
り
人
間
と
自
然
と
の
新
し
い
関
係
を
模
索
す
る
こ
と
に
問

題
状
況
を
す
え
つ
け
続
け
る
限
り
で
、
何
と
か
回
避
し
う
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
む
し
ろ
、
「
批
判
的
科
学
が
規
模
と
影
響
力
と
を
伸
長
し
た
と
き
、
社
会
が

特
に
暴
走
す
る
テ
ク
ノ
・
ジ
ー
の
問
題
を
巧
妙
に
取
り
扱
え
る
よ
う
に
な
り
、

批
判
す
る
側
と
さ
れ
る
側
と
の
間
に
一
種
の
和
解
が
生
ず
る
の
が
避
け
難
く
な

る
」
（
三
〇
〇
頁
）
点
で
の
腐
敗
へ
の
陥
穽
の
方
が
重
大
で
あ
る
。
現
に
、
ア
メ

リ
カ
の
人
種
科
学
に
は
す
で
に
そ
の
状
況
は
お
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
危
険
性
は
、
社
会
活
動
と
し
て
の
批
判
的
科
学
活
動
が
、
や
は

り
く
科
学
V
を
正
当
に
自
称
す
る
限
り
、
現
在
の
科
学
が
国
家
科
学
で
あ
り
巨

大
科
学
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
伝
統
的
な
科
学
性
の
持
続
が
維
持
さ
れ
て
い
る

と
す
る
科
学
者
の
錯
誤
を
誘
発
し
や
す
い
。
と
す
れ
ば
、
ラ
ベ
ッ
ツ
が
最
後
に

「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
人
間
愛
に
満
ち
た
ラ
デ
イ
カ
ル
な
哲
人
的
予
言
者
の
夢

想
は
、
事
実
を
い
く
ら
積
み
上
げ
て
も
、
ま
た
闘
士
の
群
れ
を
集
め
て
も
現
実

化
す
る
可
能
性
は
な
い
。
し
か
し
彼
ら
の
夢
は
、
断
続
的
に
変
則
的
に
起
る
危

機
の
際
そ
れ
に
対
す
る
反
応
を
通
じ
て
存
在
を
主
張
し
つ
づ
け
る
。
そ
し
て
時

に
は
あ
る
人
の
心
の
中
に
創
造
的
な
緊
張
感
を
呼
び
起
こ
す
の
に
成
功
す
る
。

彼
は
、
予
言
者
の
夢
と
、
僧
侶
に
支
配
さ
れ
た
現
実
と
を
総
合
し
よ
う
と
勇
気

を
持
つ
て
立
ち
む
か
う
。
し
か
し
、
彼
も
失
敗
し
、
未
解
決
の
問
題
が
残
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
の
言
葉
は
、
お
そ
ら
く
あ
る
学
問
や
人
生
に
お
い
て
、
ま

た
一
般
的
な
人
生
智
と
し
て
生
き
延
び
て
後
世
の
人
び
と
に
問
い
か
け
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
（
ニ
コ
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

ろ
う
」
（
三
〇
八
頁
）
と
語
つ
た
言
葉
の
意
味
は
、
批
判
的
科
学
の
命
運
を
予
言

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
村
上
陽
一
郎
氏
の
本
書
に
対
す
る
評

言
が
重
大
な
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
科
学
の
落
ち
こ
ん
だ
深
い
谷
間
で
沈
洒

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
科
学
者
自
身
が
、
と
ぎ
に
片
手
間
に
科
学
の
『
行
き
過
ぎ
』
を
批
判
す
る
の
で
は

　
な
く
、
科
学
者
が
自
ら
の
科
学
的
盾
動
の
一
環
と
し
て
行
う
こ
の
『
批
判
的
科
学
』

　
　
は
、
科
学
者
の
良
心
と
い
う
よ
う
な
個
人
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
問
題
意
識
か
ら
大
き
く

　
足
を
踏
み
出
し
た
営
み
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
単
に
科
学
の
感
情
的
否
定
で

　
　
も
、
楽
観
的
礼
讃
で
も
な
い
、
冷
静
な
啓
蒙
と
、
ね
ば
り
強
い
調
査
と
、
鋭
い
告
発

　
　
と
、
的
確
な
戦
略
と
を
用
い
た
科
学
自
身
の
自
己
運
動
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
」
（
村

　
　
上
陽
二
郎
「
科
学
を
動
的
に
把
え
る
た
め
に
」
・
『
翻
訳
の
世
界
』
一
九
七
七
年
十
一

　
月
、
一
〇
一
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
（
一
二
二
〇
）

て
き
た
。
そ
れ
は
「
お
ま
え
の
や
つ
て
い
る
こ
と
は
、
い
つ
た
い
何
の
た
め
な

の
か
」
と
い
う
自
問
で
あ
り
、
そ
の
問
い
か
け
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
性
質
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
ラ
デ
イ
カ
ル
政
治
学
と
い
う
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ぽ
、
政
治
学
は
本
質
的
に
批
判
学
の
モ
メ
ソ
ト
を
内
在
化
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
と
す
れ
ぽ
、
ラ
ベ
ヅ
ツ
の
本
書
は
、
政
治
学
に
引
き
つ
け
て
読
ま
れ
る

こ
と
が
本
来
的
に
可
能
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
政
治
学
の
政
治
科
学
か
ら
の
脱
出
の
手
が
か
り
は
、
本
書
に

も
ら
れ
た
内
容
に
多
く
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
人
間
の
た
め
の
科
学
を
想

定
し
て
い
る
諸
君
に
、
一
読
を
す
す
め
た
い
労
作
で
あ
る
。
欲
を
い
え
ば
、
大

部
で
あ
る
が
ゆ
え
に
原
著
の
約
四
割
が
削
除
さ
れ
て
い
る
（
原
著
者
の
合
意
の
上

で
）
部
分
が
、
近
い
将
来
に
完
全
な
形
で
、
わ
れ
わ
れ
読
老
に
提
供
さ
れ
る
こ

と
を
望
み
た
い
。
（
A
5
版
、
X
X
v
i
＋
三
一
八
頁
。
秀
潤
社
刊
、
一
九
七

七
年
、
二
、
五
〇
〇
円
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
山
秀
夫

※
※
※
※
※

　
わ
れ
わ
れ
の
政
治
学
に
は
、
み
ず
か
ら
展
開
し
た
科
学
方
法
論
が
欠
け
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
戦
後
政
治
学
は
そ
う
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
ひ
つ

ぎ
よ
う
は
、
社
会
科
学
の
変
化
に
よ
る
科
学
像
の
変
貌
に
乗
つ
た
限
り
の
も
の

で
は
な
か
つ
た
か
。
行
動
科
学
革
命
に
し
て
も
、
行
動
科
学
以
後
を
画
期
し
た

契
機
に
し
て
も
、
あ
り
よ
う
は
く
高
ま
り
ゆ
く
期
待
の
革
命
V
と
く
高
ま
り
ゆ

く
挫
折
の
革
命
V
の
波
に
身
を
委
ね
た
結
果
だ
と
言
つ
た
ら
過
言
で
あ
ろ
う

か
。　

そ
の
意
味
で
は
私
は
、
政
治
学
は
つ
い
に
政
治
科
学
で
は
な
く
、
そ
こ
で
あ

り
う
べ
き
く
科
学
V
は
独
目
に
展
開
す
る
べ
き
科
学
方
法
論
を
要
す
る
と
考
え


